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【
要
約
】
　
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
士
宮
の
任
用
制
度
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
一
八
七
一
年
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
、
な
お
、
中
世
後
期
に
起
源
す

る
売
官
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
経
済
の
最
先
進
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
何
か
奇
異
に
感
じ
ら
れ

る
が
、
当
時
の
こ
の
国
の
軍
事
制
度
が
依
拠
し
て
い
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
つ
の
現
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
近
代
的
な
陸
軍
士
官
職
の
売
官
制
は
、
イ
ギ
リ

ス
吏
研
究
の
専
門
家
の
問
で
は
、
今
日
ま
で
そ
れ
な
り
に
注
目
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
論
じ
ら
れ
て
も
き
た
が
、
そ
の
専
門
家
た
ち
の
研
究
・
述
作

に
お
い
て
も
、
こ
の
制
度
の
仕
組
み
そ
の
も
の
が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
、
意
外
と
少
な
か
っ
た
。
本
論
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま
え
、
こ
の
と
こ

ろ
筆
者
が
進
め
て
い
る
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
軍
制
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
そ
の
割
に
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
こ
の
売
官
制
の
仕
組
み
そ
の

も
の
を
、
｝
九
徴
紀
巾
葉
の
時
点
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
九
九
二
年
九
月

一

は
　
じ
　
め
　
に

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
工
業
化
の
先
陣
を
切
っ
た
「
最
初
の
工
業
国
家
」
（
p
・
マ
サ
イ
ァ
ス
）
で
、
「
世
界
の
工
場
」
と
称
え
ら
れ
た
経

済
の
最
先
進
国
で
あ
っ
た
。
国
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
済
の
分
野
で
は
も
ち
ろ
ん
、

と
な
り
、
議
会
制
度
が
国
制
の
最
高
機
関
と
し
て
盤
石
の
地
位
を
築
き
上
げ
て
い
た
。

政
治
の
分
野
で
も
自
由
主
義
が
政
策
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

だ
が
そ
の
反
面
こ
の
国
で
は
、
大
陸
の
諸
国
と
は
異
な

っ
て
一
八
・
九
世
紀
に
い
わ
ゆ
る
市
民
革
命
を
経
験
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
一
八
世
紀
来
の
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
を
中
心
と
す
る
ジ
ェ
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ン
ト
ル
マ
ン
の
政
治
支
配
が
一
九
世
紀
へ
と
存
続
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
て
伝
統
的
な
諸
制
度
が
社
会
の
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
つ
ま
で
も
生
き

続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
と
り
わ
け
政
治
の
諸
制
度
に
お
い
て
著
し
く
、
国
制
の
最
高
機
関
と
し
て
盤
石
の
地
位
を
誇
っ
た
議
会

制
度
に
し
て
も
一
九
世
紀
の
そ
れ
は
け
っ
し
て
民
主
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
質
は
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
寡
頭
支

配
を
支
え
る
恰
好
な
政
治
装
置
で
し
が
な
か
っ
た
。
同
様
に
し
て
、
そ
の
議
会
制
度
を
と
り
ま
く
他
の
国
家
権
力
の
諸
制
度
、
す
な
わ
ち
君
主

制
度
、
国
教
会
制
度
、
公
務
員
数
度
、
司
法
零
度
、
エ
リ
ー
ト
教
育
制
度
な
ど
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
伝
統
的
な
権
威
と
機
能
に
依
存
し
な
い

も
の
は
な
く
、
い
ず
れ
も
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
の
現
実
に
照
応
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
陸
軍
士
官
の
任
官
・
昇
任
・
退
官
を
め
ぐ
る
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
の
中
で
も
も
っ
と
も
前
近
代
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と

い
っ
て
よ
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
制
度
は
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
い
た
る
ま
で
、
な
ん
と
売
官
制
（
℃
賃
。
冨
ω
Φ
。
。
閤
叶
Φ
B
）
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
売
官
制
と
い
っ
て
も
、
宵
宮
・
昇
任
・
退
官
の
人
事
い
っ
さ
い
が
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た

一
九
世
紀
に
お
い
て
売
官
糊
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
近
衛
（
O
轟
巳
ω
）
・
騎
兵
（
o
碧
ρ
犀
団
）
・
歩
兵
（
冒
鍵
暮
蔓
）
各
連
隊
の
少
尉
か
ら
中
佐
に
い
た

る
士
官
職
に
つ
い
て
で
、
そ
れ
よ
り
上
の
大
佐
と
将
官
、
少
尉
よ
り
下
の
下
士
官
（
p
。
甲
8
ヨ
B
奮
δ
器
創
。
臨
。
。
蹟
i
通
常
属
o
O
ω
と
略
さ
れ
る
）

は
そ
の
限
り
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
と
技
能
を
要
求
さ
れ
る
砲
兵
士
官
と
工
兵
士
官
も
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
こ
の
分

野
で
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
来
、
任
官
資
格
と
し
て
は
陸
軍
砲
兵
士
官
学
校
（
図
。
団
巴
霞
津
p
・
蔓
ぎ
＆
。
ヨ
団
層
≦
。
9
三
魯
）
を
卒
業
す
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
た
昇
任
の
基
準
と
し
て
は
先
任
順
（
・
・
①
巳
。
算
団
）
が
、
人
事
の
原
則
と
癒
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
う
は
い
え
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
（
常
備
軍
の

こ
と
。
罠
兵
．
ヨ
「
マ
ソ
リ
、
そ
れ
に
イ
ン
ド
陸
軍
は
含
ま
な
い
）
を
講
成
し
た
最
た
る
部
分
が
上
記
し
た
近
衛
・
騎
兵
・
歩
兵
の
各
愚
連
隊
で
あ
っ

て
み
れ
ば
（
後
の
表
－
を
参
照
）
、
売
官
糊
が
当
直
の
陸
軍
士
宮
任
用
制
度
の
中
核
的
・
基
本
的
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
、

誰
も
そ
の
こ
と
を
事
実
と
し
て
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
実
際
こ
の
制
度
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
ク
リ
ミ
ア
戦

争
（
一
八
五
四
－
五
六
）
に
お
い
て
陸
軍
軍
記
の
非
効
率
性
が
暴
露
さ
れ
た
と
き
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
を
は
じ
め
と
す
る
中
流
進
歩

的
分
子
の
厳
し
い
指
弾
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
七
度
は
そ
の
後
も
あ
い
か
わ
ら
ず
生
き
続
け
る
。
そ
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し
て
そ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
や
っ
と
一
八
七
一
年
目
第
一
次
グ
ラ
ド
ス
ト
ソ
内
閣
の
陸
根
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル
に
よ
る
軍
制
改

革
の
一
環
と
し
て
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
改
革
は
、
か
つ
て
の
概
説
で
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
軍
制
史
に
お
け
る
最
大
の
変
革
と
し
て
、
ま
た
第

…
次
グ
ラ
ド
ス
ト
ン
内
閣
の
自
由
主
義
的
改
革
の
眼
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
概
し
て
そ
の
革
新
性
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
り
わ
け
陸
軍
士
宮

職
売
官
制
の
廃
止
は
、
上
院
の
審
議
延
期
に
よ
っ
て
事
実
上
否
決
さ
れ
た
あ
と
、
内
閣
が
非
議
会
的
な
手
段
を
用
い
て
そ
の
廃
止
を
強
行
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
と
く
に
そ
の
革
新
性
が
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
の
最
近
に
い
た
る
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
諸

研
究
は
、
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル
改
革
の
効
果
に
全
般
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
り
、
陸
軍
士
官
職
売
官
側
の
廃
止
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
陸
軍
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
支
配
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
と
い
う
わ
け
で

近
年
、
軍
制
史
の
分
野
で
は
、
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル
改
革
の
再
検
討
が
急
が
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
以
下
の
本
稿
で
は
そ
れ
に
と
り
か
か
る
前
提
と

し
て
、
こ
の
陸
軍
士
官
職
階
官
制
の
具
体
的
な
仕
組
み
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
欄
度
は
、
一
つ
の
歴
史

的
形
成
物
と
し
て
は
な
は
だ
複
雑
な
仕
組
み
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
今
日
ま
で
、
専
門
の
史
家
に
よ
っ
て
こ
の
制
度
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
も
、
こ
の
制
度
の
仕
組
み
そ
の
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ー
ド
ウ
ェ
ル
改
革
に

つ
い
て
は
そ
の
上
で
、
別
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

①
肉
愚
ミ
ミ
§
9
§
譜
訟
軌
§
§
§
遠
ミ
ミ
な
§
心
ミ
§
帆
ミ
。
§
砂
的
、
§

　
＆
℃
§
婦
ぎ
魯
ミ
ミ
物
ミ
鴨
庶
G
。
ミ
慧
婁
§
い
§
§
箆
§
8
一
。
。
竃
（
以
下

沁
§
Q
ミ
ミ
ヘ
ミ
簿
ミ
ぎ
雛
6
ミ
・
ミ
義
甲
§
弘
。
。
竃
と
略
∀
や
×
×
9

②
　
た
と
え
ば
円
・
出
奔
①
〈
審
誠
ミ
無
。
蔭
ミ
、
ぎ
鳴
っ
砧
欲
簿
㌔
馬
愚
驚
§
簿
馬

　
ミ
“
ミ
§
§
9
ミ
§
冠
㌧
蒔
（
℃
9
ひ
『
け
一
一
　
σ
嘱
男
．
】
W
・
蜜
O
（
W
9
＝
昌
ヨ
）
6
窃
ど
唱
」
臨

ム
旧
〉
暮
ぎ
ξ
≦
。
。
α
L
≦
ミ
～
馬
§
暮
G
§
襲
遷
奪
§
噛
轟
誌
賦
∴
ミ
ト
お
Φ
ρ

　
℃
や
ω
培
I
O
象
ρ

③
近
年
の
す
べ
て
の
研
究
が
こ
う
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、

代
表
的
な
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
次
を
参
照
。
〉
笹
①
詳
〈
・
↓
鐸
鼻
。
さ
、
〉
§
唄

§
α
ω
0
2
。
ξ
貯
図
コ
σ
q
寅
己
…
〉
閃
雷
ω
ω
Φ
ω
ω
ヨ
⑦
簿
o
h
昏
①
9
『
α
ξ
。
二

勾
凪
。
『
ヨ
ω
、
、
》
ミ
ヤ
N
ミ
駄
面
ミ
凡
急
9
画
仙
ミ
毒
心
。
’
翼
9
b
。
㌔
お
①
。
。
一
宮
。
「
け
。
嵩

蛮
。
冨
。
ω
冨
。
。
・
①
ρ
免
職
建
畠
ミ
O
ミ
織
§
ミ
、
恥
き
。
ミ
§
畑
ミ
塾
馬
、
§
6
｝
蕊
Q
3
、
箒
ミ

蟻
9
こ
ぎ
し
ロ
、
ミ
罫
ミ
ミ
8
嵐
恕
。
。
点
。
。
ミ
”
議
し
つ
欝
亀
§
鼠
概
9
き
職
無
ミ
蟻
ミ
§
犠

突
舞
ミ
ミ
画
器
℃
着
鳶
鴇
3
勺
『
U
■
目
ぎ
総
、
⇔
三
く
6
幽
い
。
コ
住
。
員
一
㊤
＄
…
芝
．
o
Q
’

頃
蝉
ヨ
g
§
価
導
ミ
纂
這
良
ミ
黛
”
9
鼠
㍗
ミ
ミ
ミ
養
淘
ミ
ミ
帖
§
切
蕊
。
。
㎞
よ
8
漁

6
ざ
℃
0
7
」
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け
。
．
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1

剛
九
世
紀
売
官
制
の
前
史

一九世紀イギリスの売官制（村岡）

　
最
初
に
陸
軍
士
官
職
売
官
制
の
歴
史
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

　
陸
軍
士
官
職
売
官
制
は
、
王
政
復
古
後
の
常
備
軍
形
成
過
程
の
中
で
す
で
に
そ
の
不
可
欠
な
制
度
的
一
環
と
な
っ
て
い
た
。
　
一
八
五
七
年
の

陸
軍
士
官
寸
恩
官
制
に
関
す
る
王
立
委
員
会
報
告
書
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
卿
の
回
想
録
の
記
述
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ

ト
の
書
簡
な
ど
を
史
料
的
根
拠
に
挙
げ
、
そ
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
の
国
の
常
備
軍
に
つ
い
て
記
録
が
存
す
る
そ
の
当
初
か
ら
、
陸
軍
士
官
職
の
売
買
は
、
す
で
に
そ
の
制
度
的
権
威
を
確
立
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で

　
　
あ
る
。
王
政
復
古
に
際
し
闘
王
に
仕
直
す
る
近
衛
軍
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
軍
団
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
済
世
の
信
奉
者
と
追
従
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
軍

　
　
団
で
は
士
官
の
み
な
ら
ず
兵
士
ま
で
も
が
、
軍
役
か
ら
退
く
時
に
は
、
前
も
っ
て
王
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
人
物
に
そ
の
地
位
を
売
却
す
る
こ
と
が
許
さ

　
　
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
政
府
の
文
官
の
職
も
、
購
入
に
よ
っ
て
取
得
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
て
お
り
、
陸
軍
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
制
度
の
採
用
も
、

　
　
当
時
の
公
務
員
職
一
般
の
習
慣
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
圏
務
大
臣
の
地
位
が
、
著
名
な
政
治
家
に
よ
っ
て
も
、
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
わ
な
け

　
　
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
軍
需
部
長
官
の
ポ
ス
ト
が
購
入
さ
れ
た
り
、
最
高
司
令
官
が
辞
任
す
る
に
際
し
て
金
銭
上
の
補
償
を
受
け
た
り
し

　
　
た
と
し
て
も
、
べ
つ
に
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
一
六
八
一
年
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
は
近
衛
軍
の
指
揮
官
の
地
位
を
ラ
ッ
セ
ル
大
佐
か
ら
購
入
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
を
、
そ
れ
ま
で
軍
務
経
験
の
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
息
子
の
グ
ラ
フ
ト
ソ
公
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
説
明
は
、
陸
軍
士
官
職
売
官
制
の
歴
史
的
な
成
立
を
、
史
料
の
裏
付
け
の
も
と
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
標
準
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い

が
、
陸
軍
士
官
職
売
官
制
の
歴
史
的
始
源
そ
の
も
の
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
時
点
よ
り
も
遙
か
に
古
く
、
そ
れ
が
中
世
後
期
の
傭
兵
軍

団
に
あ
る
こ
と
軽
い
を
い
れ
な
や
こ
の
傭
兵
軍
団
に
あ
・
て
は
・
緊
の
収
益
（
略
奪
品
●
罐
の
身
代
金
な
・
）
は
傭
兵
隊
長
客
分
隊
長

の
ポ
ス
ト
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
軍
団
自
体
、
隊
長
な
り
各
分
隊
長
が
自
分
で
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
隊
長
・
分

隊
長
の
ポ
ス
ト
自
体
も
、
そ
の
配
下
の
兵
員
も
ろ
と
も
に
売
却
が
可
能
で
あ
っ
た
。
中
世
後
期
の
君
主
と
絶
対
王
政
の
君
主
は
、
こ
の
傭
兵
軍
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団
を
必
要
に
応
じ
て
雇
用
し
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ
、
た
と
え
ば
軍
隊
徴
集
権
を
彼
の
信
頼
す
る
臣
下
に
の
み
委
任
す
る
と
い
っ
た
手
段
を
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
な
り
し
て
、
彼
ら
君
主
の
意
向
に
沿
う
国
民
的
な
軍
隊
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
。
だ
が
こ
の
過
程
で
も
、
軍
団
も
ろ
と
も
隊
長
の
ポ
ス

ト
を
売
却
す
る
習
慣
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
こ
の
国
王
軍
成
立
の
歴
史
の
流
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

革
命
時
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
軍
の
形
成
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
前
記
委
員
会
報
告
書
の
説
明
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
の
新
設
近
衛
軍
に
お
い
て
復
活
し
、
以
後
こ
の
国
の
常
備
軍
制
度
の
積
桿
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

　
士
官
職
の
売
買
億
、
英
語
で
は
「
。
o
ヨ
巨
ω
訟
8
（
将
校
任
命
辞
令
）
を
売
買
す
る
」
と
い
う
い
い
方
で
表
現
さ
れ
る
。
だ
が
一
九
世
紀
に
お
い

て
実
際
に
売
買
さ
れ
た
の
は
、
辞
令
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
位
階
な
い
し
連
隊
内
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
、
本
論
で
は
適
宜
、
位
階
・
士
官

職
・
ポ
ス
ト
の
売
買
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
よ
う
と
思
う
。
た
だ
そ
れ
と
の
関
連
で
こ
の
際
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
一
九
世
紀
中
葉

に
お
い
て
も
大
尉
に
つ
い
て
は
な
お
8
。
。
①
嵩
霞
び
ξ
㊤
。
o
ヨ
℃
9
塁
と
い
う
表
現
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
一
八
世
紀
に
は
大
佐

に
つ
い
て
ざ
ω
Φ
＝
自
σ
ξ
騨
お
σ
q
巨
①
馨
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
。
o
匿
窟
蔓
と
は
中
隊

を
意
味
し
、
そ
れ
は
中
世
後
期
・
近
代
初
期
に
お
け
る
傭
兵
な
い
し
国
王
軍
隊
の
最
大
の
軍
団
単
位
で
あ
っ
た
。
こ
の
単
位
は
そ
の
後
戦
術
上

の
必
要
か
ら
拡
大
さ
れ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
に
は
一
〇
個
中
隊
ほ
ど
を
一
ま
と
め
に
し
た
連
隊
（
目
Φ
σ
q
ぎ
。
葺
）
が
新
し
い
単
位
と
し
て
登
場
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
七
世
紀
以
降
そ
れ
が
通
常
時
に
お
け
る
最
大
の
軍
団
単
位
と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
「
中
隊
の
売
買
」
、
「
連
隊
の
売
買
」
と
い
う
上
記
二

つ
の
表
現
は
、
ま
さ
に
傭
兵
時
代
の
軍
団
売
買
の
習
慣
を
映
し
出
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
こ
の
二
つ
の
表
現
は
、
軍
団
売
買

が
な
く
な
っ
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
な
お
一
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
一
九
世
紀
の
陸
軍
士
官
職
売
官
制
は
、
各
連
隊
を
単

位
に
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
制
度
を
理
解
す
る
上
で
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
一
九
世
紀
の
士
官
は
連
隊
位
階
（
器
σ
q
望
①
二
巴
箪
爵
）
と
陸
軍
位
階
（
丁
霊
曳
B
欝
）
の
二
つ
の
位
階
を
も
っ
て
お
り
、
売
買
さ
れ
た
の

は
常
に
前
者
の
連
隊
位
階
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
位
階
は
、
通
常
彼
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
が
、
も
し
軍
功
の
ゆ
え
に
彼
の
位
階
が
上
が
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る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
陸
軍
位
階
の
方
で
、
彼
の
連
隊
内
の
位
階
、
す
な
わ
ち
連
隊
位
階
に
は
変
化
は
生
じ
な
か
っ
た
。
だ
が
も
し
彼
が
そ
の

後
、
そ
の
連
隊
を
離
れ
別
の
連
隊
に
移
動
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
新
し
い
連
隊
内
で
の
連
隊
位
階
は
彼
の
昇
進
し
た
陸
軍
位
階
の
そ
れ
に
な
り
、

そ
こ
で
そ
の
昇
進
し
た
位
階
で
の
売
買
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
一
七
世
紀
末
葉
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
売
官
制
に
関
し
ど
の
よ
う
な
制
度
上
の
変
更
な
い
し
進
展
が
あ
っ
た
か
は
、
そ
の

都
度
そ
の
た
め
に
癒
せ
ら
れ
た
勅
令
状
（
國
畠
巴
≦
舘
愛
弟
）
、
総
司
令
官
の
命
令
、
さ
ら
に
は
議
会
立
法
（
一
六
八
九
年
を
最
初
に
、
一
八
世
紀
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

降
年
々
可
決
さ
れ
た
軍
罰
法
な
ど
）
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
制
度
上
の
変
更
な
い
し
進
展
が
な
ぜ
ま
た
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
事
実
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
断
定
的

な
こ
と
を
い
う
の
は
時
期
尚
早
の
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
A
・
ブ
ル
ー
ス
の
最
近
の
研
究
に
し
た
が
っ
て
あ
え
て
い
え
ば
、
一
七
世
紀
末
葉

以
後
一
九
世
紀
に
い
た
る
こ
の
時
期
の
売
官
制
史
の
大
筋
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
王
権
と
議
会
・
軍
関
係
老
と
の
綱
引
の
間
で
、
議
会
制
優
位
の

事
情
を
反
映
し
つ
つ
売
官
制
が
現
実
的
な
制
度
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
そ
の
方
向
で
制
度
の
整
備
と
浄
化
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
点
に
あ
っ
た
と
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
ま
ず
大
過
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
売
官
制
の
実
質
が
当
該
士
官
の
位
階
の
売
買
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
彼
の
配
下
の
軍
団
の
売
買
で
あ
っ
た

と
い
う
事
情
は
、
一
八
世
紀
の
中
葉
に
い
た
る
ま
で
な
お
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
状
況
の
中
で
王
権
の
側
は
、
王
権
の
軍
に
た
い
す
る
支
配

権
の
強
化
を
強
く
望
み
、
と
く
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
と
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
は
、
売
官
制
そ
の
も
の
を
腐
敗
と
み
な
し
、
そ
の
廃
止
の
た
め
の
政
策

を
強
く
推
し
進
め
た
。
だ
が
い
っ
ぽ
う
、
議
会
と
軍
関
係
者
の
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
、
常
備
軍
に
依
拠
す
る
王
権
の
強
大
化
と
売
官
制
廃
止

に
伴
う
財
政
負
担
の
増
大
を
欲
せ
ず
、
ま
た
軍
団
の
売
買
を
伴
う
売
官
制
は
、
ま
さ
に
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
政
治
権
力
が
拠
っ
て
立
つ
一
支

柱
で
あ
っ
た
か
ら
、
王
権
に
よ
る
廃
止
政
策
は
、
彼
ら
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
実
施
さ
れ
て
も
実
効
の
挙
が
ら
な
い
ま
ま
す
べ
て
挫
折
し
て
し
ま

い
、
結
局
一
七
二
〇
年
、
勅
令
状
に
よ
っ
て
連
隊
内
各
位
階
の
公
定
価
格
（
嵩
α
q
三
㊤
仲
一
8
箕
一
8
）
が
定
め
ら
れ
、
こ
こ
に
蓮
宮
制
は
法
的
に
制
度

と
し
て
確
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
て
定
め
ら
れ
た
公
定
価
格
と
市
場
価
格
の
差
は
、
割
増
価
格
（
。
く
。
寓
①
σ
q
缶
豊
§
箕
冨
）
と
呼
ば
れ
て
違

法
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
の
禁
止
措
置
は
ま
っ
た
く
守
ら
れ
ず
、
表
面
上
は
公
定
価
格
の
み
を
支
払
い
、
裏
で
短
時
に
割
増
価
格
を
支
払
う
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行
為
が
黙
認
さ
れ
、
こ
の
違
法
の
取
引
慣
行
が
常
態
と
な
っ
て
、
以
後
売
官
制
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
る
一
八
七
一
年
ま
で
存
続
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
う
し
て
売
官
制
は
、
ま
さ
に
中
世
に
起
源
す
る
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
王
政
復
古
以
後
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
軍
制
の
「
支
柱
と

し
て
整
備
さ
れ
一
九
世
紀
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
間
に
公
定
価
格
の
時
々
の
改
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
う
な
れ
ば
そ
の
前
近
代

的
な
売
官
制
の
近
代
化
を
は
か
る
と
い
う
形
で
の
実
に
数
々
の
部
分
的
な
改
革
・
改
定
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
改
革
・
改
定
の
中
で
、
大
佐

の
ポ
ス
ト
が
売
官
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
態
は
、
思
う
に
特
筆
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
最
大
の
改
革
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

も
こ
の
改
革
は
、
連
隊
と
い
う
軍
団
の
売
買
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
売
官
制
そ
の
も
の
は
残
る
に
し
て
も
、
そ
の
中
の
も
っ
と
も
中
世

的
な
傭
兵
制
的
部
分
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
連
隊
は
、
一
七
世
紀
以
降
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
軍
団
の
最
大
の
単
位

で
、
か
つ
前
述
の
と
お
り
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
さ
え
売
官
制
が
機
能
す
る
基
本
的
な
枠
組
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
連
隊
は
、
一
八
世
紀
中
葉

に
い
た
る
ま
で
、
な
お
そ
れ
を
統
率
す
る
大
佐
す
な
わ
ち
連
隊
長
（
8
ざ
づ
9
に
は
こ
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
）
の
私
的
軍
団
と
い
う
性
格
を
も
ち
、

大
佐
の
ポ
ス
ト
の
売
買
と
は
、
実
は
連
隊
そ
の
も
の
の
売
買
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
　
｝
八
世
紀
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
は
、
な
る
ほ
ど
す
で

に
国
王
の
常
備
軍
と
は
な
っ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
連
隊
長
の
傭
兵
な
い
し
私
兵
集
団
に
転
化
す
る
可
能
性
を
常
に
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
統
帥
権
の
強
化
を
め
ざ
し
た
一
八
世
紀
の
歴
代
の
諸
王
は
、
連
隊
長
の
売
宮
に
は
繁
く
干
渉
し
、
そ
の
結
果
、
連
隊
長
の
売
官
は
一

七
六
二
年
の
事
例
を
最
後
に
跡
を
絶
っ
た
。
こ
う
し
て
大
佐
（
と
そ
れ
以
上
の
位
階
）
は
、
以
後
売
官
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
　
⑧

の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
で
、
一
九
世
紀
初
頭
に
い
た
る
ま
で
の
売
官
制
発
展
史
の
大
筋
は
、
ぽ
ぽ
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
話
を
売

官
制
が
廃
止
さ
れ
る
最
終
段
階
の
一
九
世
紀
中
葉
に
引
き
戻
し
て
、
本
題
で
あ
る
売
官
綱
の
仕
組
み
の
検
討
に
は
い
り
た
い
と
思
う
。
だ
が
そ

の
前
に
、
売
官
制
の
全
体
的
な
規
模
を
傭
鰍
す
る
意
味
で
、
表
を
二
つ
提
示
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
一
九
世
紀
中
葉
時
の
陸
軍
兵
力
の
兵
種

別
構
成
（
表
－
）
、
他
は
売
官
制
の
行
わ
れ
て
い
た
連
隊
の
数
と
そ
れ
に
所
属
し
た
士
官
数
の
一
覧
（
表
2
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
統
計
の
完
備
し
て
い
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①
　
沁
愚
ミ
馬
鼠
掌
§
ぎ
鴇
O
§
N
協
ぎ
鴇
帖
ミ
し
。
。
α
8
や
鉱
×
．

②
　
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
傭
兵
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
京
大

　
西
洋
史
研
究
室
編
『
傭
兵
制
度
の
歴
史
的
研
究
』
（
比
乙
川
房
　
一
九
五
五
年
・
）
、

　
署
●
ω
－
り
■
に
｝
応
の
説
明
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
説
明
は
、
大
陸
諸
国
に
は
あ
て

　
は
ま
っ
て
も
、
必
ず
し
も
イ
ギ
リ
ス
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

褒1　陸軍兵力の兵種別構成（1861年）

総　　数

（士官と兵士）

221，6e4

内 訳　（％）

歩兵騎兵1砲兵…工兵i輸送痛生
75．2

8．9　1　12，4
2．0 1．0 O．5

計1・4・・（売醐）1 15．9　（非売官鋤）

③
〉
曇
剛
δ
昌
冤
じ
ご
冠
。
①
㌧
§
鴨
℃
憲
§
｝
翁
面
夢
恥
、
§
こ
｝
ニ
ミ
切
ミ
凡
珍
き
、
、
毒
ま
S

　
I
N
恥
N
ト
一
り
Q
Q
9
℃
℃
■
刈
一
O
Q
9

④
奪
ミ
こ
喝
．
お
旧
O
o
畦
。
＝

　
　
一
〇
圃
ρ
℃
．
㊤
Q
g
．

⑤
　
　
切
p
『
＝
o
仲
♂
§
噛
“
鳶
■
、
℃
勺

一
こ
ご
p
『
コ
①
け
読
切
畿
、
隣
、
壽
匙
匿
園
㌧
ぽ
曳
臥
噛
．
ミ
黛
塙
団
O
℃
一
嵐
℃
N
9

。
A
蒔
…
α
」
　
一
ω
O
曜

（典拠）Geneptal／1Ptm），　Retttrn¢f　British　Arm），，　P・P・XLII王in：

　　A．R．　Skelly，　The　Victerian　Aymy　at　Honte，　1977，　p．　18．

表2　売官鯛の下にある連隊（数）と将校の実員数（1856年）

連隊の種類

近衛

騎兵第1

騎兵第2

竜騎兵
　計

連隊数

2
1
7
A
U

　
　
　
1

階

酬蝦姻㈱1謝1計

2
1
7
0

　
　
　
1

9
一
1
7
0

　
　
　
1

ρ
0
8
7
8
1

1
　
【
O
Q
り

7
■
〔
◎
4
Q
り

1
　

5
7

1sl　s2

71　25
181　143
　E
401　220

歩兵1・1・i・168　［1・・143122・

騎　　兵

歩　　兵

その他

ル
　
守

フ
　
地
　
十

イ
団
隙
隙
言

ラ
旅
植
備

ハ
O
Q
り

一
Q
）

1

21

176

9
i
io　1

5

13

22　1　135

　ト207　［　1398

　1

18　1

6 43

12　　78
　　
エ81121
　1

1721　47
　　E
1750　1　305

，，1　，

181

225

9

16

395

3S36

105

293

398

総 計
13s　i　22s　1　264　1　lso3　1　2326　1　4sl　1　so72

（典拠）　Ref）ortρプ「Purchase　CoMMiSSiO71，1857，　Appendix　H，　pp．

　　237－263より作成。
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る
年
を
選
ん
で
示
し
た
。
当
暗
の
陸
軍
に
お
い
て
売
官
制
の
も
っ
た
比
重
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。



⑥
一
八
世
紀
以
後
一
八
七
一
年
に
い
た
る
ま
で
に
売
官
の
規
則
と
価
格
が
ど
う
改

　
定
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
七
年
の
売
官
制
に
喫
す
る
王
立
委
員
会
報
告

　
書
と
｝
八
七
学
年
の
割
増
価
格
に
関
す
る
王
立
委
員
会
報
告
書
と
が
、
そ
の
間
の

　
主
要
な
命
令
、
お
も
な
勅
令
状
の
主
要
部
分
、
価
格
の
改
定
表
な
ど
を
付
録
と
し

　
て
収
録
し
て
い
る
。
本
論
も
少
な
か
ら
ず
多
く
を
こ
れ
ら
に
よ
っ
た
。
葡
巷
ミ
瓢
＆

簿
ミ
“
ぎ
鴇
O
o
ミ
§
縁
無
ミ
“
℃
一
Q
。
切
8
＞
℃
℃
o
昌
象
×
H
…
陶
竜
ミ
馬
鼠
馬
富
O
ミ
ミ
｝
篭
㍗

　
紙
。
ミ
馬
誘
§
巳
ミ
匙
旨
§
喝
ミ
こ
帖
ミ
Q
O
器
￥
笥
魂
ミ
黛
燃
ご
起
℃
遣
ミ
恥
ミ
恥
。
苫

　
等
§
§
帖
§
帖
ゆ
こ
ぎ
ミ
｝
鳶
レ
。
。
ざ
（
以
下
沁
愚
。
森
ミ
§
○
。
§
遵
ω
肋
画
§
誉
唖

　
9
雫
ミ
恥
ミ
ミ
馬
§
℃
誉
鴨
恥
口
。
。
ざ
と
略
）
り
〉
唱
鴇
島
8
ω
学
困
く
・

⑦
　
じ
⇔
讐
o
ρ
§
．
亀
甲
こ
や
ミ
塗

⑧
き
ミ
‘
℃
や
ト
。
虐
。
。
嚇
潮
§
ミ
馬
ミ
窟
ミ
ぎ
亀
O
。
ミ
託
下
馬
§
し
◎
。
㎝
メ
罫
o
h
国
‘

　
ρ
o
自
．
ω
○
◎
一
ω
1
ω
o
◎
目
0
9
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■
　
売
官
制
の
仕
組
み

　
A
　
任
官
に
つ
い
て

　
一
九
世
紀
の
中
葉
、
売
官
の
対
象
と
な
る
騎
兵
士
官
・
歩
兵
士
官
の
任
官
・
昇
任
の
人
事
権
は
、
陸
軍
総
司
令
官
（
6
0
白
滑
P
㊤
昌
α
①
壇
－
帥
⇒
I
O
げ
一
①
囲
）

の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
人
事
権
は
、
一
八
七
〇
年
に
い
た
る
ま
で
、
な
お
彼
を
介
し
て
行
使
さ
れ
る
国
王
の
大
権
事
項
に
属
し
た
。

こ
の
国
で
は
こ
の
年
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
士
官
の
人
事
権
の
み
な
ら
ず
統
帥
権
さ
え
、
な
お
議
会
に
よ
る
統
制
の
外
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

任
官
を
欲
す
る
者
（
一
六
歳
か
ら
一
九
歳
ま
で
の
者
）
は
、
ま
ず
総
司
令
官
の
総
務
幕
僚
で
あ
る
鼠
一
葎
㊤
蔓
ω
①
。
お
＄
蔓
を
通
じ
て
総
司
令
部

（
賄
O
H
ω
①
　
O
偉
ρ
H
戯
。
◎
）
に
任
官
の
申
請
書
を
提
出
し
た
。
た
だ
近
衛
諸
連
隊
に
つ
い
て
は
、
各
連
隊
長
が
伝
統
的
に
任
官
者
の
推
挙
権
（
嘔
窪
。
冨
G
q
①
）

を
持
ち
、
か
つ
事
実
上
そ
の
人
事
の
決
定
権
を
も
掌
握
し
て
い
た
の
で
、
近
衛
連
隊
へ
の
任
官
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
当
該
連
隊
に
直
接
申

請
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
申
請
書
が
提
出
さ
れ
る
と
、
旨
ま
富
受
ω
8
お
3
蔓
は
、
こ
れ
ら
申
請
者
の
年
齢
・
履
歴
・
人
格
・
家
柄
な
ど
を

調
べ
、
適
格
と
な
れ
ば
総
司
令
官
の
命
令
で
そ
の
名
を
リ
ス
ト
に
登
録
し
た
。
ま
た
近
衛
諸
連
隊
で
は
、
各
連
隊
長
が
同
様
の
こ
と
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

任
官
希
望
者
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
管
理
し
た
。
そ
し
て
任
官
は
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
に
よ
り
、
少
尉
の
ポ
ス
ト
に
空
席
が
生
ず
る

に
応
じ
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
、
購
入
に
よ
る
場
合
（
疇
容
冨
ω
。
）
と
購
入
に
よ
ら
な
い
場
合
（
8
亭
℃
霞
魯
器
Φ
。
H
a
夢
。
・
け
娼
霞
。
げ
器
①
）
の

二
種
類
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
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購
入
に
よ
ら
な
い
場
合
の
最
た
る
ケ
ー
ス
は
、
陸
軍
士
官
学
校
（
閑
。
団
巴
屋
年
㊤
蔓
O
。
密
σ
q
㊦
”
。
り
雪
象
舞
ω
叶
－
以
下
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
と
呼
ぶ
）

を
通
ず
る
場
合
で
あ
る
。
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
は
、
専
門
的
な
知
識
と
技
能
に
秀
で
た
騎
兵
と
歩
兵
の
士
官
の
養
成
を
鼠
的
と
し
て
一
八
〇
一
年

に
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
学
校
が
所
定
の
課
程
の
修
了
老
に
た
い
し
て
行
う
最
終
試
験
の
合
格
者
の
う
ち
、
最
上
位
に
属
す
る
卒
業
生
に
は
、

購
入
に
よ
る
こ
と
な
し
に
任
官
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
最
上
位
の
グ
ル
ー
プ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
最
終
試
験
に

合
格
し
た
残
余
の
者
に
は
、
購
入
に
よ
っ
て
任
官
す
る
資
格
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
の
ρ
器
魯
、
ω
。
蝕
Φ
富
と
ぼ
象
き

8
山
。
諾
（
い
ず
れ
も
授
業
料
免
除
の
特
待
生
。
前
老
は
勤
務
中
に
死
亡
し
た
陸
海
軍
・
海
兵
隊
の
士
官
の
遺
児
、
後
者
は
イ
ン
ド
で
女
王
陛
下

な
い
し
東
イ
ン
ド
会
社
の
軍
人
・
官
吏
と
し
て
勤
務
し
た
者
の
子
弟
）
に
も
、
同
学
校
の
行
う
所
定
の
資
格
試
験
に
合
格
し
さ
え
ず
れ
ば
、
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

入
に
よ
ら
な
い
任
官
の
機
会
が
保
証
さ
れ
た
。
ま
た
年
功
・
実
績
の
際
立
っ
た
何
人
か
の
下
士
官
か
ら
の
進
級
者
に
も
購
入
に
よ
ら
な
い
任
官

が
保
証
さ
れ
た
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
の
士
官
の
社
会
は
、
売
官
制
に
支
え
ら
れ
た
た
め
に
、
表
3
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
国
の
そ
れ
に

比
べ
て
下
士
官
か
ら
の
参
入
者
は
非
常
に
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
均
質
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
社
会
で
あ
っ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
購
入
に
よ
っ
て
任
官
を
志
望
す
る
者
に
は
、
今
の
べ
た
最
優
秀
で
は
な
い
が
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
の
最
終
試
験
に
合
格
し
た
者
と
総

司
令
部
に
申
請
し
て
そ
の
登
録
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
者
の
二
種
類
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
者
の
人
々
も
、
一
八
四
九
年
以
降
、
リ
ス
ト
に
載

る
に
先
立
っ
て
所
定
の
資
格
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
っ
て
も
そ
の
試
験
の
レ
ベ
ル
は
そ
う
高
く
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

失
敗
す
る
者
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。

　
年
々
の
任
官
者
数
は
、
戦
時
と
平
時
と
で
は
著
し
く
異
な
っ
た
。
表
3
は
、
一
八
四
九
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
の
年
々
の
任
官
者
の
内
訳

と
総
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
勤
務
期
間
中
の
死
亡
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
席
は
、
後
に
も
述
べ
る
が
、
購
入
に
よ
ら
な
い
任
官
で
埋
め
ら
れ

た
。
五
四
・
五
五
年
に
購
入
に
よ
ら
な
い
任
官
が
増
え
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
期
が
ク
リ
ミ
ア
戦
争
期
で
多
数
の
戦
死
者

が
で
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

　
次
に
購
入
に
よ
る
任
官
の
価
格
は
、
表
4
の
少
尉
の
欄
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
価
格
表
は
、
一
八
二
一
年
に
勅
令
状
に
よ
っ
て
定
め
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表3　近衛・騎兵・歩兵各±官の任官者数（1849－55年置

計下±官からサンドハース
トから

購入によらない難1入による

461

406

411

437

450

862

1736

24

P0

R0

P9

Q1

T
m

25

Q3

Q6

R0

R2

T0

P7

履
3
5
6
6
3
薦
伽

338

370

299

325

339

372

338

1849

1850

1851

1852

1853

工854

1855

（典拠）Report　of　P・t“’cltase　Com7nission，1857，　Appendix　XII

衷4　1821年の勅令状で定められた各位階の公定価格とそれ

　　らの問の差額（括弧内）　　　　　　　　　（単位£）

歩兵連隊

450

　700（　250）

1800（1100）

3200（1400）

4500（1300）

近衛竜騎兵連
隊と騎兵連隊

840

1190（　350）

3225（2035）

4575（1350）

6175（1600）

近衛歩兵
連隊

1200

2050（　850）

4800（2750）

8300（3500）

9000（　700）

近衛騎兵
第2連隊

1200

1600（　400）

3500（1900）

5350（1850）

7250（1900）

近衛騎兵
第1逮隊

126e

1785（　525）

3500（1715）

5350（185e）

7250（1900）

尉
三
尉
佐
佐

少
中
大
少
中

（典拠）i～ePof’t　of　Puvcl～ase　Cov7wizission，1857，　Appendix　1、（ユ8）．

ら
れ
た
。
さ
し
あ
た
り
こ
の
表
か
ら
、
歴
史
が
古
く
権
威
の
高
か

っ
た
近
衛
諸
連
隊
の
高
価
格
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
任
官

は
、
通
常
少
尉
よ
り
上
の
位
階
に
空
席
が
生
じ
、
そ
れ
を
順
次
埋

め
て
い
く
昇
任
の
連
鎖
の
最
後
に
生
ず
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
よ

り
立
ち
入
っ
た
こ
と
は
、
次
の
昇
任
の
項
で
一
緒
に
説
明
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
8
　
昇
任
に
つ
い
て

　
任
官
に
つ
い
て
と
同
様
、
昇
任
に
つ
い
て
も
、
購
入
に
よ
る
場

舎
と
購
入
に
よ
ら
な
い
場
合
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
購
入

に
よ
る
場
合
の
各
位
階
の
公
定
価
格
は
、
上
掲
の
表
4
の
通
り
で

あ
る
。
こ
の
表
は
、
一
八
六
〇
年
に
通
常
の
（
す
な
わ
ち
近
衛
連
隊

に
は
属
さ
な
い
）
騎
兵
士
官
の
額
が
歩
兵
士
宮
の
額
と
同
額
に
ま
で

引
き
下
げ
ら
れ
た
ほ
か
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
廃
止
時
の
一
八
七

一
年
ま
で
通
用
し
た
。
い
っ
ぽ
う
闇
の
非
合
法
な
割
増
価
格
の
額
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は
、
そ
の
と
き
の
状
況
と
か
購
入
者
の
資
力
と
か
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
近
衛
連
隊
士
官
と
騎
兵
士
官
の
諸
ポ
ス
ト
は
、
し
ば
し
」

ば
公
定
価
格
を
上
回
る
ほ
ど
に
高
額
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
割
増
価
格
に
も
、
市
場
の
趨
勢
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
そ
れ
な
り
の
相
場
が
形
成

さ
れ
た
。
表
5
は
そ
の
一
例
で
、
一
八
七
〇
年
の
割
増
価
格
に
関
す
る
王
立
委
員
会
が
騎
兵
・
歩
兵
の
各
士
官
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
表
に
は
な
い
が
、
近
衛
士
官
の
割
増
価
格
が
、
こ
れ
ら
の
額
よ
り
は
る
か
に
高
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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表5　騎兵士官と歩兵士官の平均的割増価格と

　　各位当路の差額（括弧内）　　　’　　（単位£）

歩兵士官
害公価方響羅

騎兵士官

割騨電髪
公定価格

450

800

2500

4700

7000

100

　700（　600）

1500（　800）

2500（1000）

　　450

1275

4381

7381

10475

575

2581（2006）

4181（1600）

5975（1794）

450

　700（　250）

1800（1100）

3200（1400）

4500（1300）

尉
尉
尉
佐
佐

少
中
大
少
中

（注）　1860年に騎兵士官の公定価格は引き下げられ，歩兵土官

　　のそれと同額になった。

（典拠）RePort（ゾ伽COIn？nissio・z　for　Ove　r－Regu～atio7～Pfices，

　　　1870，　p，　xii．

こ
と
は
、
こ
の
制
度
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
の
一

に
よ
ら
な
い
場
合
は
各
位
階
に
属
す
る
全
士
官
の
先
任
順
の
順
位
を
、
ま
た
購
入
に
よ
る
場
合
は
購
入
に
よ
る
昇
任
を
希
望
す
る
全
士
官
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

任
順
を
、
そ
れ
ぞ
れ
無
視
し
て
頭
越
し
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
原
則
は
、
長
い
間
の
慣
習
と
し
て
今
や
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
各
連
隊
は
、
年
に
四
回
、
全
潰
宮
の
先
任
序
列
を
位
階
ご
と
に
、
購
入
に
よ
る
よ
ら
な
い
の
別
を
示
し
て
先
任
順
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、

連
隊
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
士
官
に
つ
き
、
昇
任
に
あ
た
っ
て
彼
の
適
性
と
、
彼
が
購
入
に
よ
る
昇
任
希
望
者
で
あ
れ
ば
そ
の
購
買
能
力
を
保
証
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
上
で
、
そ
の
リ
ス
ト
を
総
司
令
部
の
竃
…
欝
蔓
ω
①
。
お
＄
蔓
に
提
出
し
た
。

　
任
官
・
昇
任
に
あ
た
っ
て
の
売
官
の
仕
組
み
は
、
千
差
万
別
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
そ
れ
ら

に
応
じ
て
実
に
複
雑
で
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
い
ち
い
ち
説
明
す
る
の
は
不
可
能
に
近

い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
以
下
そ
の
仕
組
み
の
骨
格
と
思
え
る
諸
部
分
だ
け
を
、
モ
デ
ル
を
設

定
し
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
初
め
に
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
次
の
当
然
の
事
実

を
前
も
っ
て
確
認
し
て
お
く
の
が
便
宜
か
と
思
う
。
そ
れ
は
一
八
七
一
年
の
改
革
に
い
た
る
ま

で
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
士
官
の
武
官
官
僚
制
に
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
年
金
制
・
定
年
綱
は
導

入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
別
言
す
る
な
ら
、
そ
の
前
近
代
的
な
売
官
欄
は
、
そ
れ
を
補
完
す
る

げ
巴
7
駆
団
の
制
度
（
後
述
）
と
と
も
に
、
近
代
的
・
現
代
的
な
年
金
翻
・
定
年
制
の
代
替
物
と

し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
売
官
制
の
も
と
で
例
外
的
に
年
金
を
支
給
さ

れ
た
の
は
、
勤
務
の
間
に
よ
ほ
ど
の
功
績
の
あ
っ
た
ほ
ん
の
少
数
の
者
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
昇
任
は
、
原
則
と
し
て
連
隊
ご
と
に
（
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
隊
の
中
で
）
購
入
に
よ
る

場
合
と
購
入
に
よ
ら
な
い
場
合
の
二
系
列
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
。
売
官
制
（
℃
焉
。
冨
。
。
Φ
。
・
巻
落
ヨ
）

と
呼
ば
れ
な
が
ら
、
す
べ
て
の
任
官
・
昇
任
が
売
官
（
購
入
）
に
依
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
で
あ
る
。
各
連
隊
に
お
い
て
、
昇
任
は
、
購
入
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昇
任
の
も
っ
と
も
重
要
な
場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
売
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
中
佐
以
下
の
各
士
官
は
、
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

任
す
る
と
き
、
彼
が
任
官
・
昇
任
に
際
し
支
払
っ
た
金
額
を
売
官
に
よ
っ
て
取
り
戻
す
「
強
い
要
求
権
」
を
も
っ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
沖

売
官
制
を
支
え
る
根
本
の
大
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
売
官
は
、
そ
の
当
該
位
階
を
購
入
に
よ
っ
て
得
た
（
あ
る
い
は
得
て
き
た
）
保
有
者
、
な

い
し
後
述
の
よ
う
に
、
一
定
年
限
勤
務
し
て
当
該
位
階
の
売
却
資
格
を
得
た
保
有
者
が
軍
籍
を
離
れ
る
と
き
に
限
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
当
該
位
階
を
購
入
に
よ
っ
て
得
て
き
た
保
有
者
は
、
そ
の
勤
務
年
限
に
関
係
な
く
い
つ
で
も
自
由
に
そ
の
位
階
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
任
官
と
昇
任
は
、
上
記
し
た
リ
ス
ト
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
総
司
令
部
の
人
事
当
局
は
、
上
か
ら
闇
雲
に
こ
の
リ
ス
ト

を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
昇
任
な
い
し
退
任
す
る
当
事
者
た
ち
の
間
に
立
っ
て
取
引
を
仲
介
し
な
が
ら
、
不
正
を
見
張
る
レ
フ
リ
ー
の
役

割
を
も
演
じ
た
。
当
局
は
売
り
に
出
さ
れ
た
ポ
ス
ト
（
位
階
）
に
た
い
し
、
前
記
の
リ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
適
切
な
買
い
手
の
士
官
を
選
択
し
、

売
り
手
・
買
い
手
双
方
の
意
向
・
条
件
を
よ
く
確
か
め
、
売
り
手
に
は
そ
の
買
い
手
が
勤
務
年
限
や
専
門
的
能
力
に
お
い
て
そ
の
地
位
を
継
承

す
る
十
分
な
資
格
が
あ
る
こ
と
を
保
証
し
、
話
が
ま
と
ま
っ
た
と
な
れ
ば
、
双
方
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
を
通
じ
て
金
銭
の
授
受
を
す
る
よ
う
に
指

示
し
た
。
な
お
売
り
手
と
買
い
手
は
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
直
接
交
渉
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
直
接
金
銭
の
受
け
渡
し
を
す
る
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
は
す
べ
て
当
局
の
公
認
し
た
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
（
ρ
§
団
ゆ
σ
q
。
謀
ω
）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
任
官
・
昇
任
の
人
事
は
、
こ
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

通
じ
て
の
金
銭
の
授
受
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
完
了
し
た
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
氏
名
が
官
報
に
掲
示
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
、
任
官
と
昇
任
を
一
貫
し
て
購
入
で
獲
得
し
て
き
た
あ
る
歩
兵
連
隊
の
中
佐
が
、
軍
籍
を
離
れ
る
決
意
を
し
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
（
位
階
）

を
売
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
売
官
に
も
と
つ
く
昇
任
の
特
徴
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
か
な
ら
ず
購
入
に
よ
る
昇
任
希
望
者
が

昇
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
中
佐
の
ポ
ス
ト
に
は
購
入
を
希
望
す
る
先
任
順
位
第
一
位
の
少
佐

が
昇
任
し
、
以
下
ま
っ
た
く
同
様
に
し
て
順
次
空
席
と
な
る
少
佐
、
大
尉
、
中
尉
の
ポ
ス
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
す
ぐ
下
の
位
階
か
ら
購
入
を
希
望
す

る
先
任
順
位
第
一
位
の
者
が
昇
任
し
、
最
後
に
空
い
た
少
尉
の
ポ
ス
ト
に
購
入
順
位
第
一
位
の
任
官
者
が
任
官
リ
ス
ト
か
ら
任
官
し
て
、
こ
う

し
て
売
官
制
に
よ
る
任
官
・
昇
任
の
連
鎖
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
各
位
階
の
ポ
ス
ト
の
売
買
が
表
4
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
、
ま
ず
少
尉
任
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官
者
が
四
五
〇
ポ
ン
ド
を
、
各
昇
任
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
昇
任
す
る
位
階
と
の
差
額
、
す
な
わ
ち
少
尉
が
二
五
〇
ポ
ン
ド
、
中
尉
が
一
一
〇
〇
ポ

ン
ド
、
大
尉
が
一
四
〇
〇
ポ
ン
ド
、
少
佐
が
一
三
〇
〇
ポ
ン
ド
を
中
佐
に
支
払
い
、
中
佐
は
そ
の
合
計
の
四
五
〇
〇
ポ
ン
ド
（
す
な
わ
ち
公
定
価

格
）
を
受
け
取
っ
て
退
官
し
て
い
っ
た
。

　
だ
が
実
際
の
取
引
は
、
む
ろ
ん
そ
れ
に
割
増
価
格
が
付
加
さ
れ
て
行
わ
れ
た
。
任
官
・
昇
任
の
す
べ
て
な
い
し
そ
の
一
部
を
購
入
に
よ
っ
て

獲
得
し
て
き
た
士
官
は
、
そ
の
際
、
大
抵
は
割
増
価
格
を
も
支
払
っ
て
き
た
の
で
、
た
と
え
違
法
で
も
退
官
時
に
そ
れ
を
取
り
戻
す
の
は
彼
の

権
利
で
あ
る
と
通
常
考
え
て
い
た
。
各
士
官
は
公
認
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
の
と
こ
ろ
に
正
式
の
口
座
と
は
別
に
も
う
一
つ
の
口
座
を
持
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

割
増
価
格
の
取
引
は
こ
の
後
者
の
口
座
を
通
じ
て
む
ろ
ん
非
公
式
に
行
わ
れ
た
。
今
表
5
に
よ
る
と
す
る
な
ら
、
上
記
中
佐
の
場
合
そ
の
割
増

価
格
は
相
場
で
二
五
〇
〇
ポ
ン
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
も
各
昇
任
者
が
表
に
示
さ
れ
た
差
額
（
た
だ
し
中
尉
は
一
〇
〇
ポ
ン
ド
）
を

支
払
い
、
中
佐
は
そ
の
合
計
額
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
取
引
の
際
、
購
入
に
よ
る
昇
任
を
希
望
す
る
先
任
順
位
第
一
位
の
少
佐
が
彼
に
要
求
さ

れ
た
金
額
を
、
た
と
え
ば
割
増
価
格
が
高
過
ぎ
て
支
払
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
交
渉
不
成
立
と
な
れ
ば
、
当
該
の
中
佐
は
順
位
第
二
位
の
少
佐
の
意

向
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
交
渉
が
成
立
す
れ
ば
、
順
位
第
一
位
の
少
佐
は
、
そ
の
順
位
を
第
二
位
の
者
に
明
け
わ
た
さ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
順
位
第
一
位
の
少
佐
が
、
割
増
価
格
を
値
切
る
な
ど
し
て
あ
く
ま
で
も
自
己
の
第
一
位
の
優
先
順
位
を
主
張
し

て
譲
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
の
中
佐
は
、
他
の
連
隊
の
中
佐
と
た
が
い
に
そ
の
地
位
を
「
交
換
」
（
δ
x
。
詳
説
σ
Q
。
．
）
す
る
こ
と
が
制
度
上
で
き
た

　
　
⑩

か
ら
で
、
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
せ
っ
か
く
そ
の
連
隊
内
に
生
ま
れ
た
少
尉
か
ら
中
佐
に
い
た
る
任
官
・
昇
任
の
全
連
鎖
が
そ
の
当
該
連
隊
か
ら

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
他
の
連
隊
に
移
っ
た
中
佐
は
、
最
低
半
年
聞
そ
の
連
隊
に
勤
め
る
こ
と
を
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
過
ぎ
れ
ば
、
今
度
は
そ
の
連
隊
内
で
自
分
の
ポ
ス
ト
を
売
り
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
購
入
に
よ
ら
な
い
昇
任
は
、
空
席
が
購
入
に
よ
ら
ず
に
生
じ
た
場
合
に
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
O
現
役
の
中
佐
が

売
官
を
せ
ず
そ
の
ま
ま
大
佐
に
昇
任
し
た
場
合
。
こ
の
場
合
こ
の
大
佐
は
、
将
来
将
官
の
地
位
に
昇
る
こ
と
を
選
択
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
代

償
と
し
て
彼
は
、
彼
が
中
佐
に
昇
任
す
る
ま
で
に
支
払
っ
て
き
た
位
階
購
入
金
額
の
回
収
の
機
会
を
、
永
久
に
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
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う
空
席
と
な
っ
た
中
佐
の
ポ
ス
ト
は
、
購
入
に
よ
る
昇
任
希
望
者
・
購
入
に
よ
ら
な
い
昇
任
希
望
者
の
別
な
く
、
先
任
順
位
第
一
位
の
少
佐
に
、

購
入
に
よ
ら
ず
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
以
下
ま
っ
た
く
同
様
に
し
て
、
空
い
た
ポ
ス
ト
が
順
次
先
任
順
位
第
一
位
の
大
尉
、
中
尉
、
少
尉
に

与
え
ら
れ
、
最
後
に
購
入
に
よ
ら
な
い
順
位
第
一
位
の
任
官
希
望
者
が
少
尉
に
任
官
し
て
任
官
・
昇
任
の
連
鎖
が
完
結
し
た
。
な
お
、
こ
の
任

官
」
昇
任
の
連
鎖
が
生
ず
る
の
は
、
次
の
⇔
～
四
の
場
合
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
⇔
三
〇
年
以
上
勤
続
し
た
中
佐
以
下
の
士
官
が
現
役
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

支
給
退
官
、
す
な
わ
ち
、
げ
巴
h
も
ミ
で
は
な
く
費
に
℃
昌
の
ま
ま
引
退
し
た
場
合
。
こ
の
退
官
の
形
式
に
つ
い
で
は
後
述
す
る
。
㊨
現
役
勤

務
の
少
尉
か
ら
中
佐
に
い
た
る
ま
で
の
士
宮
が
死
亡
し
た
場
合
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
存
在
は
、
こ
の
売
官
制
が
も
っ
た
あ
る
種
の
苛
酷
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。
囁
つ
ま
り
こ
の
売
官
制
に
お
い
て
は
、
売
官
の
権
利
を
持
つ
士
官
が
現
役
勤
務
中
に
死
ん
で
も
、
そ
れ
が
戦
死
で
あ
れ
病
死
で
あ
れ

何
で
あ
れ
、
彼
が
そ
の
と
き
ま
で
に
支
払
っ
た
位
階
購
入
の
金
額
は
、
彼
の
未
亡
人
や
遺
族
に
は
い
っ
さ
い
返
還
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
だ
が
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
、
一
八
五
六
年
以
後
、
そ
の
死
が
戦
闘
中
の
戦
死
で
あ
る
場
合
、
な
い
し
戦
闘
中

に
う
け
た
傷
が
原
因
で
六
カ
月
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
、
彼
が
そ
の
と
き
ま
で
に
支
払
っ
た
位
階
購
入
金
額
が
国
庫
か
ら
遺
族
に
返
還

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
㈱
定
員
増
で
連
隊
内
に
ポ
ス
ト
が
新
設
さ
れ
た
場
合
。
た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
げ
巴
暁
－
℃
ρ
蜜

か
ら
の
、
あ
る
い
は
定
員
外
要
員
の
移
籍
な
ど
で
埋
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
売
官
制
と
い
っ
て
も
、
売
官
（
す
な
わ
ち
そ
れ
に
伴
う
位
階
購
入
）
に
よ
ら
ず
し
て
任
官
・
昇
任
で
き
る
場
舎

が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
戦
時
は
と
に
か
く
、
昇
任
の
機
会
が
大
幅
に
減
る
平
時
に
お
い
て
さ
え
、
資
産
が
な
く
そ
の
た
め

購
入
に
よ
ら
な
い
昇
任
を
望
む
士
官
と
い
え
ど
も
、
そ
の
位
階
で
辛
抱
強
く
先
任
序
列
第
一
位
の
順
位
が
来
る
の
を
待
ち
さ
え
ず
れ
ば
、
な
る

ほ
ど
い
ず
れ
は
購
入
に
よ
ら
ず
一
ラ
ン
ク
上
の
士
官
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
実
際
に
は
、
彼
が
昇
任
で
き
る
機
会
は
、
こ
こ
で
想
像

さ
れ
る
程
に
は
多
く
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
第
一
に
、
た
と
え
上
記
の
よ
う
な
購
入
に
よ
ら
な
い
形
で
の
空
席
が
生
じ
て
も
、
そ
の
空
席
は
、

財
巴
幡
も
勲
団
リ
ス
ト
の
同
位
階
の
士
官
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
特
に
平
時
に
は
よ
く
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
国
庫
経
費
節
約
の
た
め

げ
巴
酬
も
契
り
ス
ト
を
短
縮
す
る
政
策
の
一
環
で
、
そ
の
趣
旨
で
現
役
に
復
帰
さ
せ
ら
れ
た
士
官
は
、
そ
こ
で
た
だ
ち
に
そ
の
ポ
ス
ト
を
売
却
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⑮

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
購
入
に
よ
ら
な
い
昇
任
を
望
む
士
官
か
ら
は
、
そ
の
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
が
失
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
と
し
て
、
購
入
に
よ
ら
な
い
形
で
の
空
席
が
、
幕
僚
な
ど
の
特
劉
勤
務
の
た
め
定
員
外
要
員
と
し
て

そ
れ
ま
で
連
隊
外
に
出
て
い
た
先
任
順
位
上
位
の
士
官
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
は
、
そ
こ
で
た
だ
ち
に
任
官
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

昇
任
の
連
鎖
は
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
第
三
と
し
て
重
要
な
の
は
、
も
と
も
と
購
入
に
よ
ら
ず
し
て
獲
得
さ
れ
た
ポ
ス
ト
が
時

間
の
経
過
の
中
で
売
却
可
能
な
ポ
ス
ト
に
転
化
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
初
頭
来
、
総
司
令
部
は
、
購
入
に

よ
ら
ず
に
昇
任
し
て
き
た
者
で
二
〇
年
以
上
現
役
で
勤
め
た
者
に
た
い
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
の
売
却
を
許
可
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
一

八
四
〇
年
代
か
ら
は
、
購
入
に
よ
ら
な
い
昇
任
者
で
勤
続
年
限
が
二
〇
年
未
満
の
者
で
も
そ
の
年
限
が
三
年
を
越
え
て
い
れ
ば
、
総
司
令
官
と

陸
軍
大
臣
の
裁
可
を
得
た
う
え
で
そ
の
ポ
ス
ト
を
売
却
し
、
そ
の
代
金
の
う
ち
か
ら
在
外
勤
務
年
限
に
つ
い
て
は
年
一
〇
〇
ポ
ン
ド
の
、
国
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

勤
務
年
限
に
つ
い
て
は
年
五
〇
ポ
ン
ド
の
退
職
金
を
取
得
し
て
退
官
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
元
来
売
却
が
で
き
ず
そ

れ
ゆ
え
購
入
に
よ
ら
な
い
任
官
・
昇
任
希
望
者
に
も
割
り
当
て
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
多
く
の
ポ
ス
ト
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
政
策
の
た
め
に
い
つ

し
か
売
却
可
能
な
ポ
ス
ト
に
転
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
、
こ
う
し
て
も
と
も
と
少
な
か
っ
た
購
入
に
よ
ら
な
い
者
の
任
官
・
昇
任
の
機
会
は
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
を
別
に
す
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
進
行
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
先
細
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
任
官
・
昇
任
を
め
ぐ
る
売
官
制
の
仕
組
み
は
ほ
ぼ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
仕
組
み
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
だ
と
し
て
も
、
購
入
に
よ
る

精
舎
と
よ
ら
な
い
場
合
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
、
あ
る
一
定
年
限
勤
め
る
と
購
入
に
よ
ら
ず
に
獲
得
し
た
ポ
ス
ト
で
も
売
却
可
能
に
な
る
場

合
が
加
わ
る
の
で
、
か
な
り
多
様
な
売
官
の
ケ
ー
ス
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
い
く
つ
か
を
例
示
し
て
臥
4
6
こ
う
。

　
今
中
佐
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る
と
、
ま
ず
一
方
の
極
に
、
任
官
か
ら
中
佐
に
い
た
る
す
べ
て
の
地
位
を
売
官
で
獲
得
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
あ
り
う
る
。
一
八
五
六
年
の
売
官
資
格
者
一
覧
表
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
中
佐
は
近
衛
騎
兵
遵
隊
に
六
名
、
騎
兵
連
隊
に
八
名
、
歩
兵
連

隊
に
二
二
名
、
植
民
地
守
備
隊
に
一
名
お
り
、
計
三
七
名
を
数
え
る
（
な
お
全
中
佐
数
は
ニ
ニ
八
名
一
表
2
参
照
）
。
次
に
そ
の
対
極
に
は
、
任
官

か
ら
中
佐
に
い
た
る
す
べ
て
の
地
位
を
購
入
に
よ
ら
ず
し
て
獲
得
し
、
し
か
も
二
〇
年
以
上
勤
め
て
中
佐
の
ポ
ス
ト
の
売
却
資
格
を
得
た
ケ
ー
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ス
が
あ
る
わ
け
で
、
一
八
五
六
年
に
は
、
そ
の
よ
う
な
幸
運
な
中
佐
が
歩
兵
連
隊
に
一
一
名
、
植
民
地
守
備
隊
に
三
名
、
計
一
四
名
存
在
し
た
。

こ
れ
ら
以
外
の
ヶ
…
ス
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
両
極
の
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
わ
け
で
、
次
に
任
官
か
ら
中
佐
に
い
た
る
ま
で
の
位
階
の
一
部

を
購
入
で
、
他
を
購
入
に
よ
ら
ず
に
獲
得
し
て
な
お
二
〇
年
は
勤
め
て
い
な
い
（
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ポ
ス
ト
を
満
額
で
売
る
資
格
を
も
た
な
い
）
中

佐
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
一
八
五
六
年
の
売
官
資
格
者
一
覧
表
に
よ
る
と
、
こ
の
年
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
意
外
と
少
な
く
、

そ
の
該
当
者
は
近
衛
連
隊
に
一
名
、
歩
兵
連
隊
に
一
一
画
い
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
中
の
一
例
と
し
て
第
四
九
歩
兵
連
隊
に
属
す
る
一
中
佐
を

取
り
上
げ
る
と
、
彼
は
少
尉
、
中
尉
の
位
階
を
賜
覇
O
＋
為
卜
・
㎝
0
1
1
聯
団
O
O
で
購
入
し
、
大
尉
、
少
佐
、
中
佐
の
位
階
を
購
入
に
よ
ら
ず
に
獲
得

し
て
い
る
が
、
当
該
中
佐
の
ポ
ス
ト
を
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
で
売
る
資
格
し
か
も
っ
て
い
な
い
（
満
額
は
四
五
〇
〇
ポ
ン
ド
）
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど

う
し
て
な
の
か
、
売
宮
資
格
者
一
覧
表
は
そ
の
間
の
経
緯
を
ま
っ
た
く
語
っ
て
く
れ
な
い
が
、
今
仮
に
彼
が
、
任
官
か
ら
そ
の
時
ま
で
、
冨
F

饗
《
に
降
り
る
こ
と
な
く
海
外
に
一
〇
年
国
内
に
六
年
勤
務
し
た
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
蒔
点
で
の
か
れ
の
ポ
ス
ト
の
売
却
価
格
は
、
ざ
O
＋

H
O
×
H
O
O
＋
㎝
O
×
①
で
ち
ょ
う
ど
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と
な
る
。
そ
こ
で
堂
舎
が
そ
の
ポ
ス
ト
を
売
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
も
第
四
九

連
隊
の
中
に
少
佐
以
下
少
尉
に
い
た
る
任
官
・
昇
任
の
連
鎖
が
形
成
さ
れ
、
中
佐
ポ
ス
ト
の
公
定
価
格
で
あ
る
四
五
〇
〇
ポ
ン
ド
が
す
で
に
述

べ
た
よ
う
な
や
り
方
で
当
然
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
四
五
〇
〇
ボ
ン
ド
の
う
ち
彼
が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
む
ろ

ん
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
だ
け
で
（
と
い
っ
て
も
実
際
は
こ
れ
に
割
増
価
格
が
加
わ
る
）
、
で
は
残
余
の
二
五
〇
〇
ポ
ン
ド
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
陸
軍
予
備
基
金
（
冨
旨
審
受
図
Φ
ω
Φ
冥
。
頃
旨
α
　
　
通
称
予
備
基
金
）
と
呼
ば
れ
る
金
庫
に
払
い
込
ま
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
陸
軍
予
備
基
金
な
る
も
の
だ
が
、
こ
の
基
金
は
一
八
二
六
年
に
げ
巴
｛
も
㊤
図
の
か
な
り
の
ポ
ス
ト
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
創
始
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
売
嘗
制
の
資
金
面
で
の
運
用
を
よ
り
円
滑
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
り
、
売
官
側
管
上
の
変
更
が
生
み
出
す
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
な
、
な
い
し
臨
時
の
経
費
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
六
〇
年
以
降
、
騎
兵
士
官
の
各
位
階
の
公

定
価
格
は
、
歩
兵
士
官
の
そ
れ
ら
と
同
額
に
ま
で
下
げ
ら
れ
た
が
、
六
〇
年
以
前
に
任
官
・
昇
任
し
た
騎
兵
士
官
は
、
退
官
に
際
し
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
彼
ら
が
支
払
っ
た
旧
い
公
定
価
格
の
額
を
請
求
で
き
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
生
じ
た
新
旧
公
定
価
格
の
差
額
は
、
こ
の
基
金
か
ら
支
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払
わ
れ
た
。
ま
た
一
八
五
六
年
に
、
そ
れ
ま
で
「
陸
軍
列
車
」
（
．
寓
臨
津
騨
目
窪
　
一
門
H
勲
一
旨
り
）
と
通
称
さ
れ
て
き
た
輸
送
部
隊
の
売
官
制
が
廃
止
さ
れ

た
が
、
こ
の
部
隊
の
士
官
が
退
官
に
際
し
て
要
求
し
え
た
位
階
購
入
時
の
公
定
価
格
も
、
こ
の
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
こ
の
基
金

へ
の
収
入
は
、
上
記
の
よ
う
に
勤
続
二
〇
年
未
満
の
士
官
の
退
官
に
際
し
て
生
ず
る
残
余
金
が
は
い
っ
た
ほ
か
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

本
来
購
入
に
よ
ら
ず
に
任
官
・
昇
任
が
行
わ
れ
る
は
ず
の
増
や
さ
れ
た
、
な
い
し
空
い
た
ポ
ス
ト
が
、
基
金
の
必
要
に
応
じ
て
適
宜
売
官
に
切

り
替
え
ら
れ
、
そ
の
売
上
代
金
が
基
金
に
収
め
ら
れ
た
。
な
お
、
げ
既
騰
ら
ρ
団
と
の
関
連
で
生
ず
る
こ
の
基
金
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
本
節
注

⑳
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一一辮｢紀イギリスの売宮鰹（村岡）

　
C
　
ぽ
帥
零
窓
黛
に
つ
い
て

　
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
士
官
直
売
官
制
に
お
け
る
退
職
・
退
官
の
あ
り
方
の
基
本
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
が
現
在
就
い
て
い
る
ポ

ス
ト
を
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
い
わ
ば
退
職
金
が
わ
り
と
し
て
退
官
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
売
官
制
が
砲
兵
・
工
兵
士
官
、
大

佐
と
将
官
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
傷
病
者
・
永
年
勤
続
者
な
ど
、
退
官
に
あ
た
っ
て
そ
れ
な
り
の
優
遇
措
置
が
ま
ず
は
不
可

欠
と
思
わ
れ
る
人
々
の
存
在
を
考
え
る
な
ら
、
士
官
の
退
官
に
関
し
て
は
、
売
官
と
並
行
し
て
そ
れ
以
外
の
り
タ
イ
ア
メ
ン
ト
の
制
度
が
ど
う

し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
に
、
退
官
後
も
退
官
時
の
位
階
の
現
役
給
を
継
続
し
て
支
給
さ
れ
る
と
い
う
現
役
給
支
給
退
宮
（
器
け
畔
①
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

h
邑
や
曙
）
の
志
度
が
あ
り
、
主
と
し
て
現
役
復
帰
が
不
可
能
と
な
っ
た
傷
病
士
官
と
永
年
勤
続
の
老
齢
士
官
（
た
だ
し
三
〇
年
以
上
勤
続
が
条
件
）

が
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
一
八
世
紀
来
行
わ
れ
て
き
た
傷
病
・
老
齢
士
官
に
た
い
す
る
優
遇
措
置
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
、
一

八
二
二
年
の
立
法
で
制
度
化
さ
れ
た
。
中
佐
一
二
名
、
少
佐
二
圏
名
、
大
尉
九
〇
名
、
中
尉
六
〇
名
、
少
尉
三
〇
名
が
各
位
階
へ
の
定
員
配
分

の
目
安
と
さ
れ
て
お
り
、
一
八
四
〇
年
ご
ろ
で
は
、
四
〇
、
○
○
○
ポ
ン
ド
以
内
、
一
八
五
・
六
〇
年
代
で
は
六
〇
、
○
O
O
ポ
ン
ド
以
内
で
賄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
と
い
う
厳
し
い
予
算
の
枠
が
は
め
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
げ
巴
h
も
ミ
と
呼
ば
れ
る
、
い
う
な
れ
ば
半
退
職
の
独
特

の
制
度
の
存
在
で
あ
っ
た
。
近
代
軍
制
と
し
て
の
売
官
制
度
は
、
そ
れ
自
体
で
は
完
結
せ
ず
、
良
く
も
悪
く
も
こ
の
か
な
り
の
国
費
支
出
を
伴
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表6　騎兵・歩兵士官のfull　payとhalf－pay：
　　日割り（括弧内は年収換算）　　　　（単位£s．p．）

full　pay half－payhalf－pay

o

o

o

o

e

10

8

5

3

2

O　（182

0　（146

6　（100

0（54
6（　45

10

0

7

15

12

o）

o）

6）

o）

6）

o

o

o

o

o

8

7

5

2

1

6　（155

6　（136

0（91
4（　42

10　（　33

2

17

5

11

9

6）

6）

o）

8）

2）

1

0

0

0

0

　3

19

14

　9

　8

O　（419

3　（351

7　（266

0　（164

0　（146

王5　0）

6　3）

2　11）

5　O）

o　o）

o

o

o

o

o

17

16

11

　6

　5

o

o

7

6

3

（31e

（292

（211

（120

（　95

　5

　0

　7

ユ2

16

o）

o）

11）

6）

3
）

佐
佐
尉
上
津

中
少
大
申
少

騎

兵

佐
佐
尉
尉
寒

中
少
大
中
少

歩

兵

（典拠）full　payについてはRePo’it　of　Pitrchase　COM71tiSsiol～・

　　　　1857，　Appenclh　XXXI．

　　　　half－payについてはRW　of　140ct．工858．

蓑7　fuH　pay，　half－pay両公定価格間の差額（単位£s．　p．）

歩兵士官騎兵士宮

half－payの公
定価格との差額

365

511

949

13工4

full　Pεしy

の公定価格

450

700

1800

3200

4500

half－payの公
定価格との差額

632　13　4

1034　3　4
1352

エ533

full　pay
の公定価格

840

1190

3225

4775

6175

尉
尉
尉
佐
佐

少
中
大
少
中

（Si．iva）　RePort　of　Pu．7chase　Conannission，　1857，　Appendix　1，　（18）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
位
階
（
こ
れ
に
も
公
定
価
格
が
あ
っ
た
－
表
7
参
照
）
の
売
官
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰

　
び
巴
｛
も
ρ
図
の
正
統
的
な
目
的
は
、
次
の
三
つ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
e
戦
闘
で
傷
つ
き
現
役
復
帰
が
不
可
能
に
な
っ
た
士
官

に
げ
巴
h
も
ρ
団
、
す
な
わ
ち
半
睡
を
与
え
て
そ
の
地
位
（
位
階
）
と
生
活
を
保
証
す
る
。
◎
戦
闘
中
な
い
し
そ
の
戦
闘
参
加
が
原
因
で
病
気
と
な

り
、
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
収
容
。
た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
軍
医
務
当
局
の
証
明
と
三
年
以
上
の
勤
務
歴
を
必
要
と
し
た
。
⇔
戦
時
中

に
増
大
し
た
現
役
実
員
を
平
和
時
に
強
制
的
に
げ
9
。
一
一
も
ρ
唄
に
移
し
（
器
α
8
江
。
羅
と
称
さ
れ
る
）
、
あ
わ
せ
て
給
与
支
出
の
削
減
を
は
か
る
。

う
退
任
制
度
に
支
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
機
能

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
士
官
は
、
若
干
の
例

外
を
除
き
、
必
ず
h
蝕
一
℃
㊤
団
冨
什
か
財
巴
や

℃
ρ
団
冨
け
か
の
い
ず
れ
か
に
属
し
た
。
前
者
は

現
役
の
士
官
、
後
者
は
い
う
な
れ
ば
引
退
組
だ

が
、
後
者
の
士
官
は
必
要
に
応
じ
て
現
役
復
帰

を
命
ぜ
ら
れ
た
。
ン
巴
暦
℃
曙
の
名
の
と
お
り
、

現
役
給
、
す
な
わ
ち
貯
躍
℃
醸
の
半
分
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
給
料
を
支
給
さ
れ
た
（
表
6
）
。
げ
巴
7
℃
p
図
へ

の
移
籍
者
は
、
そ
の
滞
け
に
あ
る
か
ぎ
り
、

た
と
え
位
階
の
昇
進
が
あ
っ
て
も
、
給
与
の
面

で
は
、
び
巴
厩
も
ρ
団
へ
の
移
籍
時
の
位
階
の
そ
れ

か
ら
上
が
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
三
巴
暁
も
鶴
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
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一一辮｢紀イギリスの売官制（村岡）

た
だ
し
こ
の
場
合
も
そ
の
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
勤
務
歴
三
年
塞
上
の
者
と
さ
れ
た
。
こ
の
⇔
の
機
能
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
時
と
平

時
に
対
応
し
た
現
役
定
員
な
い
し
実
員
の
調
整
を
回
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
対
象
者
は
、
健
康
体
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
上
記
e
◎

の
引
退
者
に
代
わ
っ
て
、
砲
兵
・
工
兵
士
官
の
場
合
は
必
ず
、
騎
兵
・
歩
兵
士
官
の
場
合
は
必
要
に
応
じ
て
、
現
役
復
帰
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

　
だ
が
び
巴
h
も
ミ
の
目
的
は
、
こ
の
三
つ
の
正
統
的
な
機
能
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
一
八
世
紀
の
宋
由
来
、
そ
れ
ら
に
加
え

て
、
正
統
な
ら
ざ
る
新
た
な
諸
機
能
が
付
与
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
e
　
購
入
に
よ
っ
て
位
階
を
え
た
士
官
は
、
プ
巴
h
ら
曙
瀞
げ
の
同
位
階
の
現
役
復
帰
希
望
者
と
そ
の
立
場
を
「
交
換
」
（
．
。
蓉
プ
霞
σ
Q
o
”
）
し
、

一
定
期
間
、
事
情
が
許
せ
ば
そ
の
後
死
ぬ
ま
で
、
げ
巴
h
も
p
累
に
引
退
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
前
者
の
げ
p
零
℃
㊤
団
へ
の
引
退

者
は
、
後
者
の
現
役
復
帰
希
望
者
か
ら
当
該
位
階
の
h
巳
出
窓
団
と
プ
凶
冷
も
曙
の
公
定
価
格
の
差
額
（
表
7
参
照
）
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
取
引
に
よ
っ
て
、
彼
が
そ
れ
ま
で
位
階
購
入
に
投
資
し
て
き
た
金
の
一
部
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
交
換
」

を
伴
う
げ
巴
隔
も
畠
の
機
能
は
、
「
部
分
的
売
官
」
（
、
夢
①
嵩
三
巴
ω
巴
。
。
h
8
き
ヨ
一
ω
ω
一
8
、
）
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
騎
兵
・
歩
兵
士
官
だ
け
が
そ

の
恩
恵
を
受
け
た
。
ま
た
先
に
述
べ
た
げ
巴
h
も
ρ
嘱
の
正
統
的
機
能
の
e
◎
が
「
終
身
の
半
給
」
（
．
唱
巽
ヨ
き
。
簿
葦
囲
や
℃
曙
、
）
と
呼
ば
れ
た
の

に
た
い
し
、
こ
の
「
交
換
」
を
伴
う
げ
巴
臨
も
醸
の
機
能
は
、
含
に
唱
ρ
団
と
財
巴
h
も
ρ
《
の
差
額
を
払
い
戻
せ
ば
現
役
へ
の
復
帰
が
可
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
た
め
、
コ
時
的
な
半
影
」
（
、
伴
Φ
白
唱
。
再
転
財
農
ら
曙
．
）
と
呼
ば
れ
た
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
か
な
り
問
題
の
制
度
で
、
一
七

　
　
　
　
　
⑱

八
三
年
に
導
入
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
功
罪
が
繰
り
返
し
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
導
入
後
か
ら
一
九
世
紀
の
二
〇
年
代
に
か
け

て
は
、
　
こ
の
「
部
分
的
売
官
」
を
行
う
資
格
に
勤
務
年
限
の
制
限
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
　
金
持
ち
の
士
官
が
こ
の
「
交
換
」
を
伴
う

げ
巴
臨
も
9
団
の
機
能
を
「
悪
用
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
所
属
す
る
連
隊
が
海
外
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
な
と
き
、
彼
は
、
こ
の
「
交
換
し
を
伴
う
げ
巴
｛
も
錠
の
機
能
を
活
用
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
工
作
の
末
び
巴
h
も
曙
に
身
を
移
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
任
を
回
避
す
る
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
九
世
紀
の
進
行
と
と
も
に
、
そ
れ
を
行
う
資
格
と
し
て
、
位
階
ご
と
に
あ
る
一
定
年
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
勤
務
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
五
四
年
に
は
、
そ
の
無
条
件
の
有
資
格
者
た
る
た
め
の
勤
続
年
数
が
一
＝
年
以
上
、
六
一
年
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⑳

に
は
さ
ら
に
延
び
て
二
五
年
以
上
と
定
め
ら
れ
、
こ
の
「
交
換
」
を
伴
う
げ
巴
｛
－
℃
9
楓
の
機
能
の
「
悪
用
」
に
も
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
⇔
　
げ
鉱
隔
も
畠
の
正
統
な
ら
ざ
る
第
二
の
機
能
は
、
植
民
地
の
副
司
令
官
代
理
（
紆
簡
潔
巴
甘
噛
癖
－
σ
①
器
同
㊤
一
）
あ
る
い
は
軍
需
長
官
代
理

（
α
①
隠
受
虐
碧
挫
。
毒
p
ω
げ
禽
－
α
q
①
器
邑
）
に
任
命
さ
れ
た
者
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
「
交
換
」
な
し
に
げ
巴
h
－
饗
団

佃
野
に
も
籍
を
置
く
特
権
を
与
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
に
は
、
け
p
餐
℃
ミ
が
こ
れ
ら
の
職
務
の
付
加
手
当
の
意
味
を
も
っ
た
。
な
お

兵
営
若
返
の
建
物
の
管
理
人
、
巡
査
長
、
関
税
・
内
国
消
費
税
の
検
査
官
な
ど
の
職
に
は
、
「
交
換
」
を
伴
っ
て
げ
巴
隔
も
爵
に
移
籍
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
副
業
と
し
て
就
く
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。

　
⇔
　
次
に
も
う
一
つ
、
げ
巴
h
も
曙
の
正
統
な
ら
ざ
る
機
能
と
し
て
、
「
特
命
位
階
」
（
、
¢
旨
P
け
け
㊤
O
げ
Φ
蜘
　
H
ρ
ゆ
閃
》
）
へ
の
昇
任
と
い
う
制
度
が
あ

っ
た
。
こ
の
制
度
は
、
一
八
三
四
年
一
〇
月
二
七
日
の
勅
令
状
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
げ
巴
暁
も
畠
蔚
庁
の
中
佐
、
少
佐
、
大
尉
の

ポ
ス
ト
が
三
つ
空
く
ご
と
に
、
特
別
に
功
の
あ
っ
た
老
一
人
を
2
嵩
℃
ミ
か
ら
げ
巴
h
ら
騨
嘱
の
一
つ
上
の
ラ
ン
ク
に
移
動
さ
せ
た
。
た
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
場
合
、
こ
う
し
て
皆
に
田
図
に
生
じ
た
空
席
は
、
必
ず
げ
巴
h
も
昌
か
ら
一
人
戻
す
形
で
埋
め
ら
れ
た
。

　
さ
て
以
上
が
、
冨
管
℃
選
制
度
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
要
約
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
定
年
・
年
金
制
度
に
代
替
す
る
半
退
職
と
も
い
う
べ

き
独
特
の
制
度
で
、
多
く
の
人
が
そ
こ
で
位
階
の
保
持
と
げ
万
口
も
勲
《
の
支
給
に
満
足
し
て
引
退
生
活
を
き
め
こ
ん
で
い
た
が
、
な
か
に
は
積

極
的
に
現
役
復
帰
を
望
む
者
、
一
時
の
緊
急
避
難
的
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
な
ど
も
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
一
緒
に
な
っ
て
売
官
制

の
底
辺
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

①
　
任
官
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
七
年
の
売
官
制
に
関
す
る
王
立
委
員
会
で
、
そ
の

　
と
き
7
卍
凶
3
蔓
Q
。
①
霞
。
3
曙
で
あ
っ
た
少
将
。
。
搾
Ω
轟
一
①
ω
く
。
ユ
6
が
詳
し

　
く
証
言
し
て
い
る
。
沁
竜
。
蕊
曼
馬
ぎ
酔
こ
6
ぎ
器
O
o
｝
ミ
§
鴇
ミ
劃
一
〇
。
雪
”
二
巴
瓢
け
窃

　
o
｛
国
く
誌
9
回
8
b
ρ
。
。
．
ρ
り
占
G
◎
’
♂
．

②
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
か
ら
の
任
官
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
き
ミ
ニ
ρ
・
。
．
G
。
噛
藍
覇
N

8
占
ρ
お
旧
一
無
知
§
o
ミ
岐
ミ
白
陶
遷
ミ
O
§
§
譜
紙
§
黛
導
ミ
ミ
ミ
な
§
Q
ミ
§

焼
ミ
。
暮
鴨
勺
遷
鴇
ミ
9
ミ
馬
魚
ミ
ミ
ミ
曙
肉
駄
§
ミ
§
い
ミ
ミ
画
ミ
。
簿
馬
『
義
帖
“
§
粛

ミ．

n
ミ
ミ
ミ
ミ
＄
誉
憶
G
o
ミ
噛
ミ
恥
鴇
§
恥
§
ミ
恥
逗
ミ
w
8
一
Q
。
8
（
ご
馬
沁
§
ミ
帖
ミ

肉
匙
ミ
ミ
執
§
O
O
§
ミ
執
恥
紙
§
弘
◎
Q
⑦
P
と
略
）
℃
や
Q
Q
I
㊤
．

③
勘
落
s
、
馬
呉
餉
ミ
ぎ
題
G
§
§
鋳
恥
馬
ミ
」
。
。
O
N
軍
o
h
国
こ
ρ
。
。
・
一
㊤
占
㌍
紹
。
。
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○
。
9
◎
。
デ
㊤
ご
厨
馬
朗
愚
ミ
馬
＆
肉
織
§
ミ
馬
§
O
睾
ミ
四
一
笥
ミ
3
お
①
ρ
や
㊤
「

④
沁
愚
。
こ
ミ
鍾
ミ
ぎ
題
○
。
、
ミ
｝
雨
梼
笥
§
真
。
。
無
い
罫
。
山
国
‘
ρ
ω
．
＝
。
。
山
8
b
ζ
。
。
。
”

　
㈹
窃
b
⇒
。

⑤
爵
冨
ρ
き
窪
．
。
・
菊
①
σ
q
賃
冨
二
〇
窃
。
剛
冨
①
。
。
噂
〉
（
『
鑑
9
0
）
。
。
」
ω
。
。
三
島
．
（
鴻
愚
ミ
馬

　
ミ
、
ぎ
G
睾
§
譜
鴇
§
誉
喚
O
曲
事
沁
誌
ミ
ミ
ご
起
℃
、
烏
馬
勲
蕊
刈
ρ
〉
娼
や
H
目
）

⑥
こ
の
《
要
求
権
」
は
長
い
間
の
慣
習
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
事
実
上
権
利
と
同

　
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
　
沁
愚
。
託
ミ
軍
《
§
ぎ
題
O
§
畑
｝
ミ
恥
篭
§
し
。
。
累
”
竃
．
o
h
国
．
、

　
ρ
㎝
．
圃
心
心
－
刈
蒔
切
幽

⑦
奪
ミ
‘
や
×
義
ひ
ρ
記
。
。
。

⑧
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
売
官
制
に
関
す
る
王
立
委
員
会
で

　
O
『
鍔
冨
ω
缶
9
ヨ
ヨ
①
話
冨
矯
（
最
大
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
コ
ッ
ク
ス
蘂
務
所
の

　
所
員
）
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
N
守
ミ
‘
ρ
。
。
・
露
b
。
あ
・
。
9
潟
9
↓
ぎ
ρ
墓
窪
、
ω

　
男
①
σ
q
β
冨
菖
。
器
o
n
目
。
。
①
o
Q
”
》
．
一
ω
ρ

⑨
鵠
愚
ミ
馬
＆
う
ミ
罫
亀
聴
G
§
§
駐
無
§
”
易
錯
、
客
o
h
間
こ
の
ω
．
O
b
。
圃
1
り
b
。
。
。
．

⑩
涛
（
3
9
）
≦
（
鐸
§
5
。
臨
閃
。
σ
」
。
。
O
O
㌧
〉
し
P

⑪
」
～
魯
ミ
馬
ミ
㌻
ミ
ぎ
題
9
ミ
ミ
激
仇
馬
§
」
。
。
窃
メ
塞
。
h
閑
‘
2
．
一
〇
①
山
㊤
刈
b
①
㏄
9

⑫
菊
≦
。
隔
譲
σ
」
。
。
c
。
①
い
〉
』
窃
．

⑬
謁
愚
ミ
庶
鍾
§
ぎ
恕
9
と
ミ
畑
馬
婁
§
』
。
。
貫
写
。
隔
野
ρ
．
ω
8
笛
「

⑭
き
ミ
‘
2
．
＆
黎
a
8
』
α
O
ψ

⑮
き
ミ
‘
留
。
＝
石
玉
①
刈
■

　
　
た
と
え
ば
表
8
は
、
一
八
二
八
年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
、
彦
星
℃
畠
と
現

　
商
量
支
給
退
官
者
の
A
個
計
が
ど
う
推
移
し
た
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表

　
は
、
｝
口
で
い
え
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
遺
産
と
し
て
増
大
し
た
冨
一
｛
も
曙

　
受
給
者
が
ク
リ
、
ミ
ア
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
の
二
七
年
間
に
三
分
の
一
以
下
に
ま

　
で
縮
小
し
た
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
縮
小
は
、
少
な
か
ら
ず
、
国
庫
経

　
費
の
節
約
を
目
的
と
し
た
び
巴
7
川
手
リ
ス
ト
の
人
為
的
削
減
政
策
の
結
果
で
あ

　
つ
た
。

half－payリスFと現役給支給退官者の減少　表

人数年人数年人数年人数年

3684

3526

3326

326工

2771

2699

1849

1850

1851

1852

1853

1854

4684

4509

4395

4289

4144

4001

3852

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

6188

5912

5658

5386

5180

5016

4899

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

8670

8317

7842

7806

7292

6877

6629

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

（典拠）　RePort（ゾCom7nissionefs　OOZ　Promotion　fπthe

　　　　／lrnり’，1854，　p．6．

⑯
溺
≦
。
h
閃
o
σ
」
。
。
＄
〉
幹
禽
為
O
¶

⑰
夘
≦
。
H
蒙
σ
レ
。
。
の
ρ
〉
．
。
。
心
．

⑱
沁
竜
ミ
妹
ミ
勺
ミ
偽
ぎ
総
○
§
§
帖
軌
q
§
斡
弘
。
。
貫
〉
唱
．
員

⑲
涛
§
ミ
》
。
§
§
砺
番
ミ
○
。
ヤ
｝
§
ミ
爲
§
」
§
N
§
蔓
寄
恥
ミ
器
節
§
量

　
一
。
。
⑦
○
。
”
℃
℃
」
誹
－
く
’
ま
た
、
一
八
五
七
年
の
売
官
制
に
関
す
る
王
立
委
員
会
で
、

　
切
。
閂
μ
甘
ヨ
貯
匡
婁
く
窃
（
陸
軍
省
次
宮
）
が
、
こ
の
基
金
の
歴
史
と
そ
の
時
点
で
の

　
実
状
に
つ
い
て
非
常
に
詳
細
な
証
言
を
行
っ
て
い
る
。

⑳
　
こ
の
条
件
は
切
≦
o
｛
卜
。
。
。
鑑
鐸
一
。
。
①
一
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

⑳
　
現
役
給
支
給
退
官
の
制
度
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
　
鵠
愚
o
こ
＆
G
o
ミ
ミ
篤
㍗

　
亀
暑
ミ
恥
さ
、
帖
き
ミ
ミ
N
偽
篤
ミ
o
寒
唱
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
鳶
℃
、
o
ミ
o
驚
ミ
ミ
裁

（731）121



　
需
ミ
勢
§
ミ
ミ
剛
一
〇
◎
乱
ρ
℃
℃
．
×
呂
角
く
は
一
ー
ユ
｛
…
幻
乏
。
｛
＝
0
9
．
一
〇
。
窃
Q
◎
、
〉
．
卜
◎
ρ

⑫
　
表
6
に
関
連
し
て
、
こ
こ
で
陸
軍
士
官
の
俸
給
に
つ
き
、
次
の
点
に
留
意
し
て

　
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
俸
給
が
そ
の
社
会
的
地
位
の
割
に
は
異
常
な
ほ
ど

　
に
低
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
人
女
の
年
間
所
得
は
、
大
ま
か
に

　
い
っ
て
、
労
働
者
階
級
だ
と
ま
ず
一
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
、
中
流
階
級
は
一
〇
〇
ポ

　
ン
ド
な
い
し
二
〇
〇
ポ
ン
ド
か
ら
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
ま
で
、
上
流
階
級
は
一
〇
〇

　
〇
ポ
ン
ド
以
上
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
表
6
か
ら
判
る
よ
う
に
、
陸
軍
士
官
の

　
年
俸
は
、
連
隊
の
実
際
上
の
指
揮
官
で
あ
る
中
佐
で
4
3
流
階
級
の
中
程
度
、
少
尉

　
で
は
労
働
畏
族
と
い
わ
れ
た
労
働
者
階
級
上
層
部
と
同
程
度
な
い
し
そ
れ
以
下
、

　
7
巴
？
嚇
唄
と
な
る
と
さ
ら
に
そ
の
半
分
以
下
と
な
り
、
中
尉
、
少
尉
の
そ
れ
な

　
ど
は
、
男
ら
か
に
人
間
と
し
て
の
最
低
生
活
を
さ
え
保
証
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ

　
か
ら
士
官
た
ち
の
生
計
は
、
大
抵
の
場
合
、
現
役
で
も
は
じ
め
か
ら
成
り
立
た

　
ず
、
年
齢
層
の
低
い
中
尉
・
少
尉
は
、
通
常
歩
兵
だ
と
年
一
〇
〇
～
一
菰
○
ポ
ン

　
ド
、
騎
兵
だ
と
年
三
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
仕
送
り
を
受
け
て
い
た
（
沁
竜
。
ミ
ミ

　
、
家
§
詠
袋
聴
O
o
§
§
梼
紙
。
謡
、
一
〇
〇
G
随
8
寓
．
o
h
国
こ
ρ
ω
．
㊤
お
一
㊤
Q
。
9
鱒
蕊
圃
－
爬
認
り
■
）
。

　
大
佐
・
将
官
ク
ラ
ス
の
年
収
も
四
〇
〇
ポ
ン
ド
台
か
ら
六
〇
〇
ポ
ン
ド
ぐ
ら
い
ま

　
で
で
、
お
し
な
べ
て
陸
軍
省
に
勤
務
す
る
同
レ
ベ
ル
の
文
官
の
給
与
の
ま
ず
半
分

　
な
い
し
そ
れ
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
士
官
の
俸
給
の
低
さ
は
、
彼
ら
の
社
会
と
鯛

　
度
が
、
士
宮
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
士
官
の
任
務
は
「
貴
族

　
と
し
て
の
義
務
」
（
8
σ
言
ω
器
。
σ
凱
σ
q
①
）
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
理
念

　
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
の
雄
弁
な
表
明
で
、
表
6
の
俸
給
も
だ
か
ら
、
も
と
も

　
と
労
働
の
対
価
と
し
て
の
賃
金
で
は
な
く
、
法
廷
弁
護
士
や
内
科
医
が
う
け
と
る

　
謝
礼
（
8
①
）
と
同
種
の
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
点
に
つ

　
い
て
は
、
9
＜
望
コ
頴
二
二
霧
高
〇
三
内
営
ρ
S
言
置
ミ
い
、
曹
ミ
へ
～
ミ
貯
零
し
り
。
ミ
3
、
”

　
一
㊤
司
8
唱
や
。
。
α
…
o
。
畠
を
参
照
。

⑳
　
】
峯
一
哨
－
唱
曽
《
の
制
度
に
は
騎
兵
士
官
、
歩
兵
士
官
の
区
別
は
な
く
、
給
料
に
は

　
差
は
あ
っ
た
が
、
位
階
の
公
定
価
格
は
一
律
だ
っ
た
。
　
需
愚
ミ
縣
皇
津
ミ
ぎ
題

　
G
o
ミ
ミ
訂
無
。
ざ
一
◎
Q
下
刈
㌔
累
．
o
順
口
；
ρ
ω
．
ω
ざ
刈
1
ω
↓
O
ρ

⑳
　
楚
≦
。
｛
謀
○
。
仲
藁
。
。
㎝
。
。
㌧
〉
』
㊤
．
た
だ
一
つ
の
例
外
は
7
2
囲
ら
我
一
一
琢
の

　
士
宮
が
植
民
地
に
移
住
す
る
場
合
で
、
こ
の
と
き
に
限
り
そ
の
位
階
の
売
却
が
認

　
め
ら
れ
た
。
謁
魯
。
轟
曼
勺
ミ
6
、
着
筆
0
9
｝
§
計
無
。
織
目
◎
。
伊
8
諸
．
o
｛
両
‘
ρ
。
，
・

　
一
Q
◎
卜
⊃
一
一
同
ω
昏
o
P

⑳
　
こ
の
正
統
的
な
三
機
能
に
つ
い
て
は
、
き
ミ
．
㌧
ρ
．
心
界
ご
菊
ノ
＜
o
出
＝
O
o
酵
．

　
一
Q
O
O
Q
Q
’
〉
ω
．
心
隔
◎
1
駆
鼻
．

⑳
）
　
こ
の
制
度
は
、
砲
兵
・
工
兵
土
官
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
笥
魯
9
、
㌦
ミ

　
、
ミ
6
斎
騒
題
O
ミ
ミ
ミ
塁
、
ミ
N
㌧
ド
O
Q
㎝
指
顧
．
o
隔
団
こ
ρ
q
o
巳
一
〇
轟
も
Q
I
一
〇
亟
ρ

⑳
　
な
お
「
交
換
」
を
伴
っ
て
ゴ
9
躍
－
℃
9
冤
に
引
退
し
た
者
が
、
自
分
の
意
志
、
あ

　
る
い
は
特
別
の
菓
椿
（
た
と
え
ば
臨
戦
態
勢
に
よ
る
動
員
）
で
現
役
に
復
帰
す
る

　
よ
う
な
場
合
、
彼
の
払
い
戻
す
h
巳
一
翼
嘱
と
7
縦
隔
も
超
の
差
額
は
、
陸
軍
予

　
備
基
金
の
収
入
と
な
っ
た
。
労
毛
。
｛
憶
。
9
一
。
。
①
9
＞
・
Φ
9

　
　
N
ミ
翫
こ
ρ
・
蒔
α
Q
Q
ピ

＠＠＠＠＠
賊
魯
ミ
こ
ρ
G
α
．
一
〇
偽
9
ω
心
q
㊦
1
ω
心
窃
団
．

N
守
ミ
こ
ρ
．
僑
U
ω
ご
甥
≦
o
h
①
O
o
ρ

菊
≦
O
h
b
o
◎
◎
竃
9
同
．
ド
O
Q
①
一
．

冠
毛
O
h
男
①
げ
．
｝
○
◎
①
◎
〉
■
㊤
刈
．

カ
タ
、
O
｛
一
料
O
O
齢
．
一
Q
Q
㎝
o
Q
㌧
〉
．
α
Q
ゆ
．

H
◎
Q
2
■
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班
　
売
官
制
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
　
　
結
び
に
か
え
て
一

　
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
士
官
職
売
官
制
の
全
体
を
総
括
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
制
度
の
大
き
な
マ
イ
ナ

ス
面
で
あ
る
割
増
価
格
の
問
題
は
、
こ
の
制
度
に
弁
護
の
余
地
な
い
腐
敗
の
性
格
を
付
与
し
て
お
り
、
総
括
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
絶
対
に
無
視

し
え
な
い
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
制
度
の
利
点
と
し
て
は
、
そ
の
経
済
性
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
も
一
九
世
紀
に
お
け
る
こ
の
制
度
の
存
続

を
考
え
る
上
で
無
視
し
え
な
い
。
年
金
綱
を
回
避
し
た
こ
の
制
度
に
は
、
た
し
か
に
当
時
の
「
安
価
な
政
府
レ
と
い
う
風
潮
に
よ
く
適
合
す
る

　
　
　
　
①

面
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
論
点
も
こ
の
際
は
た
だ
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
本
論
が
か
か
わ
る
「
売
誌
面
の
仕

組
み
」
の
観
点
か
ら
こ
の
制
度
の
利
害
得
失
を
考
量
し
、
こ
の
制
度
の
歴
史
的
な
特
質
を
確
認
す
る
こ
と
で
一
応
の
結
論
に
し
た
い
と
思
う
。

　
陸
軍
士
官
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
は
、
他
の
統
治
の
諸
機
能
、
た
と
え
ば
議
会
、
中
央
の
内
閣
・
官
僚
制
、
法
律
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
（
司
法
）

な
ど
と
く
ら
べ
て
も
、
は
る
か
に
濃
厚
に
か
つ
遅
く
ま
で
、
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
が
生
き
残
っ
た
政
治
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

点
は
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
軍
制
史
の
諸
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
今
日
の
通
説
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
一
九
世
紀
の
政
治
支
配
の
主
要
な
問
題
は
、
単
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
が
維
持
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
と
い
う
時
期
は
、
工
業
化
と
都
市
化
を
背
景
に
中
流
階
級
が
目
覚
ま
し
く
興
隆
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ト
ル

マ
ン
支
配
の
存
続
と
は
、
だ
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
こ
の
興
隆
す
る
中
流
階
級
を
既
存
の
体
署
内
に
ど
う
組
み
込
み
、
か
つ
そ
の
上
で
自

ら
の
支
配
を
ど
う
持
続
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
陸
軍
士
官
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
場
合
も
決
し
て
例
外
た
り
え
な

か
っ
た
。
そ
し
て
結
論
的
に
い
う
な
ら
ぼ
、
一
八
七
一
年
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
こ
の
機
能
を
果
た
し
た
の
が
、
つ
ま

り
こ
の
陸
軍
士
官
職
売
官
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
行
く
前
に
、
陸
軍
士
官
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
領
域
で
は
、
ど
の
程
度
の
中
流
階

級
の
興
隆
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
最
初
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
現
代
に
い
た
る
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
士
宮
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
社
会
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
、
オ
ト
リ
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蓑9　陸軍士官の出身階層男騒構成

　　　　　　　　　　　　　（96）

年1姻・・ン・リ｝輔鰍

47

T0

32

R2

1830

1875

21

18

（典拠）　P．E．　Razzel王，　o少．　cit．，　P．

　　253．

虚
し
て
い
な
い
。
い
っ
ぽ
う
ス
パ
イ
ア
ズ
は
、

示
し
て
い
る
。
こ
の
表
は
軍
指
導
層
の
み
を
対
象
と
し
、
中
佐
以
下
の
士
官
に
触
れ
て
い
な
い
の
が
難
点
だ
が
、
中
佐
以
下
の
位
階
で
貴
族
・

准
男
爵
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
以
外
の
出
身
者
の
比
率
が
大
佐
・
将
官
の
そ
れ
を
大
き
く
上
ま
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
が
な
い
。
先

　
④
　
　
　
　
　
　
　
⑤

…
、
ス
パ
イ
ア
ズ
ら
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
通
じ
て
、
一
九
世
紀
末
葉
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
三

指
滋
層
の
性
格
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
、
将
官
ク
ラ
ス
の
軍
指
導
部
に
一
九
世
紀
的
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
影

響
力
が
二
〇
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
残
存
し
た
状
況
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
だ
が
、
一
九
世
紀
中
葉
の
時
点
で
、
陸

軍
士
宮
プ
戸
フ
ェ
シ
ョ
ン
に
ど
ん
な
種
類
の
中
流
階
級
出
身
者
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
残
念
な
こ
と
に
正
確
な
こ
と
は
も
う
一
つ
明
ら
か
で
な
い
。
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
研
究
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期

の
陸
軍
士
官
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
に
は
、
表
9
に
示
し
た
よ
う
に
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
中
流
階
級
出
身
者
が

含
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
数
字
は
、
パ
ー
ク
の
『
貴
族
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
家
系
史
』
に
照
ら
し
て
そ
こ
に
現
れ
な

い
も
の
を
一
括
し
て
中
流
階
級
と
定
義
づ
け
た
も
の
で
、
そ
の
中
流
階
級
の
中
身
に
つ
い
て
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
何
も
記

　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
四
年
の
士
官
リ
ス
ト
を
も
と
に
、
大
佐
と
将
官
に
つ
き
表
1
0
の
よ
う
な
研
究
成
果
を
提

の
表
3
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
下
層
中
流
階
級
な
い
し
上
層
労
働
者
階
級

出
身
の
下
士
官
か
ら
の
昇
任
者
も
、
少
な
い
と
は
い
え
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

な
お
不
十
分
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
は
い
え
、
表
9
と
表
1
0
を
つ
き
あ
わ
せ
て
考
え
れ

ば
、
一
九
世
紀
中
葉
の
陸
軍
士
官
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
中
流
階
級
に
つ
い
て
の

一
応
の
イ
メ
…
ジ
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
が
示
す
四
〇
数

パ
…
セ
ン
ト
の
中
流
階
級
の
中
に
は
、
実
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
に

分
類
さ
れ
る
陸
海
軍
士
官
、
聖
職
者
、
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
の
子
弟
が
相
当
数
含
ま
れ

　
　
⑥

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
算
出
し
た
中
流
階
級
の
数
値
は
額
面
ど
う
り
に
は
受
け
取

表10大佐・将宮の出：身階層G

　職業別構成（1854年）

i大佐1将官

17

Q9

P8

S
4
1
3
1
5

13

Q5

Q2

P0

T
1
5
1
0

貴族・准男爵

ジェントリ

陸海軍土官

聖職者

プロフェショナル

その他＊

不詳
計　（90） 100　i　100

総　　数 122　1　144

＊商入・技術者・小農∵教師・土地

　差配人
（典拠）　E・M・Spiers，　o少．oゼム，　P．8．
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一九世紀イギリスの売官制（村岡）

り
が
た
い
が
、
も
し
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
・
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
出
身
者
の
う
ち
、
下
層
の
、
相
対
的
に
よ
り
貧
し
い
部
分
を
も
中
流
階
級

と
見
な
す
な
ら
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
二
な
い
し
三
割
程
度
の
中
流
階
級
出
身
の
士
官
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
、
と
結
論
し
て
い
い
よ
う

に
思
え
る
。
な
お
表
9
も
表
1
0
も
、
非
男
宮
制
の
砲
兵
・
工
兵
等
の
士
宮
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
が
対
象
と
す
る
三
宮
制
の

士
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
流
階
級
出
身
者
の
数
値
を
多
少
低
め
に
評
価
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
付
思
し
て
お
く
。

　
さ
て
以
上
が
一
九
世
紀
中
葉
の
陸
軍
土
官
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
中
流
階
級
の
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
状
況
の
中
で
、
陸
軍

士
官
多
売
官
制
は
こ
の
中
流
階
級
出
身
者
を
体
制
内
に
ど
う
取
り
込
み
、
か
つ
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
を
存
続
さ
せ
る
上
で
ど
の
よ
う
に
機

能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
陸
軍
士
官
の
売
官
制
が
も
っ
と
も
激
し
く
批
判
さ
れ
た
の
は
、
本
論
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
ま
さ
に
世
紀
中
葉
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
後
の
五
〇
年
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
を
先
頭
に
売
官
制
の
廃
止
論
が
勢
い
づ

き
、
五
六
年
に
売
官
綱
に
関
す
る
王
立
委
員
会
が
成
立
し
て
、
そ
こ
で
多
く
の
証
人
が
売
官
制
の
機
能
と
そ
の
利
害
得
失
を
論
じ
た
。
そ
れ
ゆ

え
本
論
も
、
こ
れ
ら
証
人
の
証
言
に
多
く
を
依
拠
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
彼
ら
が
、
そ
の
尋
問
の
過
程
で
挙
げ
た
士
宮
職
売
官
制
の
最
大
の
欠

点
は
、
位
階
購
入
の
資
力
の
有
無
に
よ
っ
て
人
が
差
別
さ
れ
る
こ
の
綱
度
の
非
人
閾
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。
士
官
と
し
て
命
が
け
で
戦
場
に
赴

き
、
ま
た
平
和
時
に
長
年
勤
勉
に
務
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
も
し
彼
に
位
階
購
入
の
資
力
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
先
任
順
が
上
位
で
も
、
彼
は
、

資
力
に
恵
ま
れ
た
、
大
抵
は
彼
よ
り
は
る
か
年
下
の
若
者
に
頭
越
し
に
追
い
越
さ
れ
、
同
じ
連
隊
内
で
彼
の
指
揮
下
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
。
そ
れ
は
、
証
人
の
一
人
A
・
ス
ペ
ン
サ
ー
准
将
の
言
い
方
に
よ
る
な
ら
「
人
の
品
位
を
傷
つ
け
る
屈
辱
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
流
階
級
出

身
の
証
人
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
尉
は
、
二
一
年
間
現
役
で
勤
め
、
そ
の
間
中
尉
の
位
階
は
購
入
し
た
が
大
尉
に
昇
任
す
る
ま
で
に
一
八
年
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
、
そ
の
間
に
実
に
一
八
回
も
購
入
に
よ
る
昇
任
者
に
よ
っ
て
先
を
越
さ
れ
た
。
そ
し
て
彼
の
場
合
が
ま
さ
に
そ
う
だ
が
、
資
力
が
な
く
先
を

越
さ
れ
る
の
は
相
対
的
に
中
流
階
級
出
身
者
に
多
く
、
資
力
に
恵
ま
れ
先
任
者
を
追
い
越
し
て
先
に
昇
任
す
る
の
は
、
多
く
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト

リ
の
子
弟
で
あ
っ
た
。

　
で
は
こ
の
よ
う
に
、
位
階
購
入
の
資
力
の
有
無
に
も
と
つ
く
差
別
が
広
く
知
ら
れ
、
と
く
に
中
流
階
級
出
身
の
士
宮
に
よ
っ
て
日
常
的
に
そ
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表11各位階獲得時の平均年齢

注

数
月
　
　
6
9
5
7
7

歳
0
　
　
4
9

　
　
　
　
　
1
1
1
1

砲兵・工兵士官
等（非売官擬）

歳　月数
18

21

30　11

44　3
50　10

70　3

騎兵・歩兵士官
　（売官制）

歳　月数
18

20　6

26　2
34　10

39　3

58　8

尉
三
尉
佐
佐
将

少
中
大
子
中
少

（典拠）　　乙etter　OVt　A，ワJly　Ptt7・chase，　addressed　bツ　3ゴプ。・

　　　　Tbleve！ya7t　to　the　Sec．　of　State　fopt　PV”af，　ioi　rePls，

　　　　to　tlte　RcPoptt　of　a　Miar　Ol（fice　Co7mnittee，　1　Feb．

　　　　1859，　p．　7．

　
　
　
⑨

な
か
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
売
官
制
が
人
事
の
停
滞
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
際
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
位
階
購
入
の
資
力
に
欠
け
る
中
流
階
級
出
身
の
騎
兵
・
歩
兵
士
官
の
多
く
が
、
貴
族

・
ジ
ェ
ン
ト
リ
子
弟
に
よ
る
頭
越
し
人
事
の
非
人
間
的
屈
辱
を
繰
り
返
し
味
わ
い
な
が
ら
も
、
こ
の
昇
任
ス
ピ
ー
ド
の
速
さ
の
ゆ
え
に
実
は
こ

の
売
官
制
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
前
記
の
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
尉
は
い
う
。
「
私
の
考
え
で
は
、
売
官
制
は
位
階
を
購
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
士
官
だ
け
で
な
く
位
階
を
購
入
し
な
い
職
官
の
昇
任
を
も
同
じ
よ
う
に
加
速
す
る
の
で
、
軍
務
上
こ
よ
な
く
有
益
で
あ
り
ま
す
。
」
ま
た

彼
は
「
あ
な
た
の
連
隊
で
は
、
頻
繁
に
起
こ
る
位
階
購
入
に
よ
る
頭
越
え
昇
任
が
士
官
た
ち
に
嫌
気
を
お
こ
さ
せ
、
彼
ら
に
引
退
の
願
望
を
つ

の
ら
せ
て
い
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
も
い
た
。
「
そ
れ
は
皆
無
で
す
。
頭
越
え
を
さ
れ
た
者
は
、
位
階
購
入
能
力
の
あ
る

の
精
神
的
苦
痛
が
経
験
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
一
宮
制
廃
止
の
論
議
は
す
ぐ

下
火
に
な
り
、
そ
の
売
官
制
が
一
八
七
一
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
こ
の
制
度
に
、
そ
の
人
間
差
別
の
欠
点
を
十
分
埋
め
合
わ
せ
る
大

き
な
利
点
と
魅
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
利
点
と
は
こ
の
制
度
が
も
た
ら
す
昇
任
ス

ピ
ー
ド
の
速
さ
で
、
昇
任
人
事
の
全
般
的
停
滞
を
解
消
す
る
こ
の
利
点
に
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
が

抗
し
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
先
任
順
に
立
脚
し
た
砲
兵
・
工
兵
士
官
の
昇
任
ス

ピ
ー
ド
と
比
べ
て
み
れ
ば
一
潔
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
表
1
1
は
一
八
五
〇
年
代
後
半
に
つ
い
て
そ
の

比
較
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
昇
任
ス
ピ
ー
ド
の
差
、
と
り
わ
け
佐
官
・
将
官
へ
の
到

達
時
点
で
生
み
出
さ
れ
る
年
齢
の
開
き
に
は
一
驚
を
禁
じ
え
ま
い
。
も
っ
ぱ
ら
先
任
順
に
立
脚

す
る
砲
兵
士
官
の
人
事
は
、
だ
か
ら
概
し
て
い
つ
も
停
滞
的
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
直
後
に
は
戦
時
中
に
士
官
定
員
が
急
増
し
た
た
め
に
史
上
空
前
の
大
停
滞
が
起
こ
り
、

こ
の
時
に
は
事
態
打
開
の
た
め
一
時
的
で
あ
る
と
は
い
え
売
官
綱
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
が
そ
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一九世紀イギリスの売官制（村岡）

者
と
比
べ
て
自
分
の
昇
任
が
遅
い
の
を
苦
々
し
く
思
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
昇
任
は
売
官
制
が
な
い
場
合
よ
り
は
格
段
に
速
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
確
信
し
て
お
り
ま
す
」
と
。

　
だ
が
、
中
流
階
級
出
身
の
士
官
に
と
り
売
官
制
の
魅
力
は
、
こ
の
速
い
昇
任
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
よ
り
決
定
的
な
魅

力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
尉
に
語
ら
せ
よ
う
。
「
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
位
階
購
入
能
力
の
な
い
士
官
が
期

待
し
う
る
利
点
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
彼
が
一
＝
年
勤
め
れ
ば
そ
の
当
該
位
階
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
売
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

制
が
な
け
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
貧
し
い
者
に
と
っ
て
は
、
途
方
も
な
く
大
き
な
恩
恵
な
の
で
す
」
。
つ
ま
り
二
一
年
、

と
に
か
く
辛
抱
強
く
勤
務
し
さ
え
ず
れ
ば
、
彼
ら
と
し
て
は
莫
大
な
富
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
時
、
一
〇
〇
〇
ポ

ン
ド
が
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
当
時
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
は
、
た
と
え
ば

年
収
の
点
で
上
流
階
級
を
中
流
階
級
か
ら
分
か
つ
最
低
の
額
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
の
日
本
円
に
換
算
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
優
に
二
〇
〇

〇
万
円
を
上
ま
わ
っ
た
。
と
す
れ
ば
中
佐
の
中
で
は
最
低
の
公
定
価
格
で
あ
る
歩
兵
士
官
の
四
五
〇
〇
ポ
ン
ド
が
九
〇
〇
〇
万
円
、
少
佐
の
三

二
〇
〇
ポ
ン
ド
が
六
四
〇
〇
万
円
、
大
尉
の
一
八
○
○
ポ
ン
ド
が
三
六
〇
〇
万
円
、
そ
れ
に
平
均
的
な
割
増
価
格
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
、
九
四
〇
〇
万
円
、
五
〇
〇
〇
万
円
に
跳
ね
上
が
り
、
近
衛
連
隊
士
官
職
の
売
値
と
も
な
れ
ば
、
ま
ず
ほ
と
ん
ど

が
億
単
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
退
官
に
際
し
取
得
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
金
額
は
、
上
流
階
級
の
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
出
身
者
に
と
っ
て
は
と

に
か
く
、
中
流
階
級
出
身
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
の
人
生
を
左
団
扇
で
暮
ら
せ
る
、
ま
さ
に
「
途
方
も
な
く
大
き
な
恩
恵
」
で
あ
っ
た
。
売

官
制
が
最
後
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
金
の
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
陸
軍
士
官
南
海
官
制
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
金
の
力
に
よ
っ
て
中
流
階
級
出
身
者
を
既
存
の
体
制
内
に

取
り
込
ん
で
い
た
。
だ
が
、
こ
の
売
官
制
は
、
同
時
に
そ
れ
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
配
を
維
持
す
る
よ
う
に
働
い
て
い

た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
人
イ
ポ
リ
ト
・
テ
ー
ヌ
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
彼
は
い
う
。
「
ふ

つ
う
イ
ギ
リ
ス
人
は
誰
で
も
、
商
売
人
、
金
融
業
者
、
事
業
家
は
朝
か
ら
晩
ま
で
利
益
と
利
益
の
細
目
に
心
を
遣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
ジ
ェ
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ン
ト
ル
マ
ン
で
は
な
い
し
、
ま
た
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
は
な
り
え
な
い
と
無
意
識
の
う
ち
に
信
じ
て
い
る
。
（
そ
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
）
…
…
金
銭

や
事
業
に
か
か
わ
る
人
は
ど
う
し
て
も
利
己
的
に
な
り
が
ち
だ
。
彼
ら
に
は
無
私
と
い
う
こ
と
が
解
ら
ず
、
広
い
寛
大
な
も
の
の
見
方
が
で
き

な
い
。
…
…
自
分
の
小
さ
な
利
益
に
執
着
す
る
の
で
、
と
て
も
公
共
的
利
益
に
考
え
が
及
ば
な
い
。
…
…
だ
か
ら
商
売
人
、
事
業
家
は
、
彼
ら

が
実
は
そ
の
反
対
物
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
い
か
ぎ
り
は
一
定
の
距
離
を
置
か
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
彼
の
家
族
も
支
配
階
級
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

族
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
」

　
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
な
ら
ざ
る
中
流
階
級
か
ら
区
別
す
る
最
大
の
指
標
は
、
テ
ー
ヌ
も
い
う
よ
う
に
ま
さ
に
金
銭
に
た
い

す
る
態
度
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
金
銭
の
面
か
ら
眺
め
る
と
き
、
こ
の
陸
軍
士
官
職
売
官
制
が
も
つ
重
大
な
か
ら
く
り
の

一
つ
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
売
官
制
の
適
用
範
囲
は
、
少
尉
以
上
中
佐
ま
で
で
、
大
佐
と
そ
の
上
の
将
官
、
す
な
わ
ち
軍
の
指
導
層

は
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
中
佐
か
ら
大
佐
へ
の
昇
任
、
す
な
わ
ち
軍
の
指
導
層
に
は
い
る
こ
と
を
望
む
者
は
、
そ
の
時
点
で
、
も
し
彼

が
そ
こ
で
辞
め
る
な
ら
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
莫
大
な
金
額
の
放
棄
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
中
佐
か
ら

大
佐
に
い
た
る
関
門
は
、
彼
が
本
当
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
究
極
の
試
金
石
、
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と

い
っ
て
も
そ
れ
で
は
、
こ
の
関
門
を
通
過
し
た
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
軍
指
奪
合
が
す
べ
て
、
金
銭
に
括
淡
で
昔
な
が
ら
の

「
貴
族
の
義
務
」
に
殉
ず
る
人
々
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
聞
事
で
あ
る
。
割
増
価
格
も
含
め
る
と
優
に
一

〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
に
も
達
す
る
中
佐
辞
任
時
の
金
額
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し
て
金
銭
に
は
活
淡
な
は
ず
の
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
魅
力

あ
る
相
当
な
大
金
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
小
さ
な
所
領
ぐ
ら
い
は
買
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
げ
巴
h
－
膨
団
の
士
官
と
立
場
を
「
交
換
」
し

て
将
来
の
昇
進
の
道
を
確
保
す
る
と
同
時
に
旨
目
喝
p
団
と
げ
巴
h
－
窟
《
の
差
額
を
受
領
す
る
と
い
う
「
部
分
的
売
官
」
の
制
度
は
、
彼
ら
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

佐
へ
の
昇
進
の
決
断
を
容
易
に
さ
せ
る
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
そ
の
政
策
的
目
的
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
レ

イ
が
皮
肉
っ
た
よ
う
に
、
い
っ
ぽ
う
に
金
で
動
か
さ
れ
る
中
流
階
級
出
身
の
軍
人
ス
ノ
ッ
ブ
が
い
た
と
す
れ
ば
、
同
様
に
将
軍
の
中
に
も
、
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

情
に
疎
い
バ
！
バ
ラ
ス
な
軍
人
ス
ノ
ッ
ブ
が
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
佐
か
ら
大
佐
に
昇
任
す
る
段
階
で
、
売
官
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制
が
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
非
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
分
け
る
金
銭
の
尺
度
を
用
い
て
中
流
階
級
出
身
者
を
淘
汰
し
、
軍
の
指
導
層
に
伝
統
的
な

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
多
く
迎
え
入
れ
る
よ
う
に
働
い
た
の
は
確
実
で
、
こ
う
し
て
彼
ら
に
よ
る
軍
の
支
配
が
永
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

一九世紀イギリスの売官欄（村岡）

①
窯
。
ω
o
。
・
い
愚
’
ミ
‘
や
9
沁
愚
ミ
W
ミ
ざ
ミ
き
蕊
馬
O
§
§
蹄
亀
§
M
蕊
ミ
℃
軍

　
o
隔
商
‘
O
p
嶺
◎
Q
心
占
凱
。
。
①
、
ω
◎
◎
O
メ

②
　
た
と
え
ば
最
近
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
パ
イ
ァ
ズ
の
軍
制
史
概
説
は
そ
れ
を
こ
う

　
要
約
し
て
い
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
は
、
　
一
九
世
紀
を
通
じ
て
ジ
ニ
ソ
ト
ル
マ
ン

　
士
富
の
伝
統
を
保
持
し
た
。
…
…
イ
ギ
リ
ス
士
官
は
、
生
ま
れ
・
育
ち
・
教
育
に

　
お
い
て
ジ
ニ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
連
隊
社
会
の
中
で
ジ
ェ
ン
ト
ル

　
マ
ン
然
と
し
て
振
る
舞
え
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

　
の
服
装
、
礼
節
、
規
範
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
士
官
食
覚
（
○
強
O
O
「
ω
℃
　
一
5
①
ω
切
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の

　
和
合
一
致
を
保
つ
上
で
不
可
欠
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
士
官
の
伝

　
統
は
、
兵
の
尊
敬
と
服
従
を
か
ち
と
り
う
る
必
須
の
条
件
と
考
え
ら
れ
た
。
世
紀

　
の
末
葉
こ
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ソ
も
社
会
と
技
術
の
変
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が
も
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す
衝
撃
に
遭
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し
、
こ
れ
ら
の
諸
前
提
は
急
速
に
疑
問
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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が
、
そ
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で
も

　
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
士
官
の
俵
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は
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支
配
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影
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続
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The　establishment　of　the　Canton　customs　house，　which　absorbed　rather

thaR　succeeded　the　maritime　supervisorate　at　Macao，　involved　the　distln－

ctio且of　yang－huo　hang洋貨行・ffom　ordinary　native　brokers　in　Canton　for

the　purpose　of・levies　on　maritime　trade．　Both　the　transaction　of　foreign

trade　and　the　co11ection　of　taxes　from　it　were　entrusted　exclusively　to

several　of　the　more　influential　brokers　among　the　yang－hang洋行，　who

were　・to　be　the　hong　merchants．　Under　the　name　of　f　security　merch－

ants　’，　these　brokers　were　eventually　obliged　to　’secure　all　the　duties　on

Sino－European　trade．　Since　this　security　merchant　system　did　not　work

well　from　the　begiRning　due　to　a　lack　of　funds　on　the　part　of　the　kong

merchants，　such　remedies　as　the　establishment　of　the　lez〃zg－hang公行（not

identical　with　the　‘Co－hong’）　and　the　designation　of　senior　merchants

were　unsuccessfully　attempted．　Due　to　a　rise　in　the　outside　merchants’　un－

scrupulous　dealings　with　foreign　merchants，　the　system　worked　worse

and　worse．　ln　negotiations　of　the　Treaty　of　Nanking，　the　British　had

demanded　that　consuls　be　substituted　as・intermediaries　between　foreign

merchants　and’　the　customs　houses　in　place　of　the’　security　merchants，

of　whom　the　country　traders　especially　had　complained．　Nevertheless，

although　ene　of　the　treaty・articles　provided　foy　the　abolition　of　．the

‘Co－hong，’　the　treaty　did　not・　actually　contain　any．　stipulations　to　meet

the　British　demand．　This　fact　was　to　bring　about　further　problems　in

the　tax　collection　system　of　the　post－treaty・Canton　customs　house．

　　The　System　of　Purchased　CommissiOns

　　　　in　the　19　th　Century　British　Army’

The　appointment，　promotion，　and　retirement　of　oMcers

by

MuRAoKA　Kenji

　　Until　1871　the　recruitment　and　promotion　of　British　army　othcers　had

been　handled　through　the　sale　of　commissions，　a　system　which　dated

back　to　the　Middle　Ages．　This　may　seem　strange　if　one　considers　that

at　that　time　Britain　was　said　to　be　the　most　advanced　country　in　the

world，　but　it　is　nonetheless　true．　As　Britain　did　not　experience　the　so－

called　“　bourgeois　revolutions　”　of　the　18th　and　19th　centuries，　many　of　the
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institutions　of　the　ancien　regime　persisted　until　late　in　the　19th　century，

especially　within　the　government．　The　purchase　system　for　army　oMcers’

commissions　is，　therefore，　only　one　exarnpie　of　these．　Thanks　to　the　con－

tinued　existence　of　such　institutions，　the　landed　peers　and　gentry　could

continue　to　hold　on　to　their　traditional　power　in　the　government．

　　It　may　not　be　said　that　the　purchase　system　has　・attracted　much　scho－

lary　attention，　but　certainly　there　have－always　been　some　scholars　very

much　interested　in　it．　Until　ab6tit　1960　their　attention　was　mostly　concen－

trated　on　the　abolition　of　the　purchase　system，　brought　about　in　1871　by

legislative　action．　They　generally　regarded　the　abolition　as　an　epoch－

making　and　radical　reform　and　were　apt　to　overestimate　tke　changes　that

resulted　from　it．　However，　since　the　1960s　its　evaluation　by　historians　hasi

compietely　changed．　Nowadays　they　neither　regard　the　abolition　of　the

purchase　system　as　epoch－making　nor　radical，　because　i　Scholarly　worl〈

since　then　has　clearly　shown　that　the　governing　power　of　the　traditional

peers　and　gentry　Was　not　diminished　drastically　by　the　abolition，　and　that

they　maintained　their　stronghdld　in　the　army　up　to・the　first　half　of　the

20th　century．

　　Thus，　sound　research　on　the　purchase　system　has　steadiiy　accumulated，

but　strange　to　say，　few　works　have　tried　to　clarify　tlie　mechariism　of　the

system　itself．　1　have　been　unable　to　diScover　the　reason　why，　although

one　reason　is　perhaps　that’it　is　too　complicated．　Neverthe1ess，　clarifying

at　least　the　principal　aspects　of　its　worl〈ings　is　indispensable　to　under－

standing　the　historical　significance　of・the　purchase　system　as　a　whole．

For　this　reason　I　have　endeavored　in　this　paper　to　explain　the　mechanism

of　this　system　as　comprehensively　as　possiblel
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