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関
順
也
著

　
藩
政
改
革
と
明
治
維
新

一

　
十
年
一
昔
と
い
わ
れ
る
。
戦
後
十
年
を
経
て
い
ま

巳
本
の
現
実
の
中
で
そ
の
臼
本
の
姿
を
適
確
に
把
握

し
よ
う
と
す
る
要
請
は
、
国
際
的
な
学
問
交
流
の
影

響
も
あ
っ
て
、
現
代
日
本
へ
の
感
綿
密
で
あ
っ
た
明

治
維
新
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
ょ
う
と
す
る
動
き
と

な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
今
年
度
の
主
要
な
歴
史
学

会
の
意
識
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
歴
史
学
研
究
会
が
「
時
代
区
分
上
の
理
論
的
諸

問
題
」
の
一
環
と
し
て
、
日
本
西
洋
史
学
会
が
「
市

毘
革
命
」
を
、
社
会
経
済
史
掌
会
が
「
藩
政
改
革
と

明
治
維
新
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
課
題
と
し
た
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
社
会
経
演
史
学
会
の
共
通
論
題

と
問
一
の
書
名
で
、
今
度
関
順
也
氏
の
著
書
が
嶺
版

さ
れ
た
。
こ
れ
は
疑
に
「
山
口
経
済
学
雑
誌
し
や

「
経
済
論
叢
」
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
核
と
し
て
、

そ
の
前
後
を
書
き
加
え
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
治
酒
庫
の
主
導

権
を
握
っ
た
西
爾
雄
藩
の
｝
、
長
州
藩
で
あ
る
。
彪

大
な
藩
政
史
料
を
蔵
し
た
山
口
図
書
館
毛
利
文
庫
の

未
刊
塑
料
を
縦
横
に
駆
使
し
、
地
方
史
料
を
も
加
え

て
構
成
さ
れ
た
こ
の
著
書
は
、
A
、
や
論
議
が
壷
中
さ

れ
つ
つ
あ
る
明
治
維
漸
研
究
に
一
つ
の
礎
石
を
築
い

た
と
も
い
え
よ
う
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
つ

つ
、
二
、
三
の
私
な
り
に
感
ず
る
問
題
点
と
見
解
を

述
べ
て
得
評
に
か
え
た
い
と
思
う
。

二

　
本
書
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
構
成
か
ら
な
っ
て
い

る
。
第
一
章
で
は
「
長
州
藩
の
墓
本
体
綱
」
を
、
第

一一

ﾍ
で
は
物
近
世
中
期
の
藩
政
改
革
」
を
、
つ
い
で

第
三
章
で
「
天
保
一
揆
と
天
保
改
革
臨
に
つ
い
て
述

べ
て
次
第
に
本
書
の
核
心
に
迫
り
、
第
瞭
輩
「
明
治

維
新
期
の
塞
礎
構
造
〕
及
び
第
五
章
門
地
租
粗
製
の

歴
史
的
意
義
」
で
萌
治
維
新
成
立
へ
の
分
析
を
行

い
、
そ
の
後
の
寄
生
地
・
王
制
の
展
望
に
ま
で
及
ぶ
と

い
う
構
成
で
あ
る
。
「
経
済
構
造
の
特
質
と
藩
政
支

配
関
係
の
推
転
を
統
一
的
に
摺
握
篇
　
（
は
し
が
き
、

一
頁
）
し
ょ
う
と
氏
は
意
図
さ
れ
、
と
く
に
維
新
と

の
関
連
に
重
点
が
お
か
れ
る
。
従
っ
て
分
析
の
重
点

は
妾
然
幕
末
期
、
と
り
わ
け
天
保
以
後
に
集
中
さ
れ

る
。
だ
か
ら
第
二
章
は
「
天
保
改
箪
の
歴
史
的
意
義

を
正
し
く
つ
か
む
た
め
」
に
、
　
「
幕
藩
体
制
の
一
般

的
原
則
で
は
な
く
て
、
村
田
清
風
の
手
本
と
な
っ
た

宝
暦
敢
革
、
更
に
は
本
百
姓
の
一
般
的
形
成
に
即

応
し
て
藩
体
制
の
方
洵
を
定
め
た
享
保
改
革
を
明
ら

か
に
」
　
（
は
し
が
き
、
二
頁
）
す
る
た
め
に
提
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
前
提
と
な
る
藩
体
麟

の
基
本
的
関
係
を
理
解
し
て
お
く
た
め
に
第
一
章
は

設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
章
、
第
工

章
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
奈
良
本
辰
也
氏
以
来
の
在

郷
家
匿
団
の
形
成
に
つ
い
て
、
単
に
藩
±
の
窮
乏
の

み
で
な
く
、
　
「
給
領
・
王
手
作
を
背
景
に
行
わ
れ
た
」

（一

ｪ
頁
）
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
な
ど
が
提
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
綱
隈
も
あ
る
の
で

こ
こ
で
は
割
愛
し
て
、
蔵
ち
に
最
も
重
点
と
さ
れ
る

第
三
章
以
下
の
天
保
以
後
の
聞
題
に
入
っ
て
ゆ
こ

㌔
り
。

ヨ

　
ま
ず
第
一
点
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
幕
末
期
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
既
に
奈
良
本
辰
也
氏
と
古
島
敏
雄
氏
と
で

は
全
く
対
蹄
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
本

氏
「
『
幕
末
・
小
営
業
段
階
説
』
と
私
の
立
場
扁
歴

史
学
研
究
一
四
八
号
、
古
島
氏
「
商
業
的
農
業
の
展

開
」
）
。
閣
氏
は
「
後
期
の
商
品
経
済
は
農
民
的
小
商

7t）　（4一“．・7）



繕
生
騰
の
発
展
と
城
下
町
商
人
に
対
す
る
論
詰
斑
入

の
成
長
の
時
代
で
あ
っ
た
偏
　
（
五
六
頁
）
と
、
そ
の

心
妻
の
方
向
を
認
め
、
米
・
藍
蝋
。
属
籍
及
び
木
漁
離

職
に
指
標
を
求
め
て
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
封
建
貢
租
の
蕉
追

を
の
が
れ
て
試
み
る
農
家
翻
業
に
と
ど
ま
り
、
貢
租

米
の
圧
迫
を
排
除
し
て
本
田
に
も
拡
張
し
て
い
く
程

・
の
強
靱
な
商
最
作
物
の
進
展
で
は
な
」
　
（
七
｝
～
二

頁
）
く
、
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
農
民
的
小
商
贔
生

産
を
蕪
盤
と
し
た
在
方
の
問
屋
資
本
も
、
城
下
町
特

権
白
人
に
対
し
て
こ
れ
を
携
除
す
る
程
に
は
成
長
し

て
い
な
い
と
し
、
天
保
改
革
で
「
藩
権
力
の
下
に
掌

握
さ
れ
、
其
後
も
薄
…
権
力
を
積
極
的
に
排
除
し
て
自

由
取
引
を
全
面
的
に
お
し
す
す
め
ん
と
す
る
程
に
強

靱
な
商
扇
生
産
の
進
屡
は
な
か
な
か
み
ら
れ
な
い
」

　
（
七
二
頁
）
と
評
備
さ
れ
る
。
実
は
こ
う
し
た
商
陥

生
産
の
発
展
の
評
価
が
、
天
保
一
揆
の
性
格
規
定
に

微
妙
に
反
映
す
る
。

　
関
氏
は
天
保
一
揆
の
特
徴
を
、
惣
百
姓
一
揆
と
世

藏
し
一
揆
と
の
区
別
で
き
な
い
密
接
な
か
ら
み
あ
い

を
も
っ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
、
　
「
天
保
一
揆
の
段

階
で
は
、
栄
冠
的
に
み
れ
ば
、
没
落
本
百
姓
、
脅
一
天

の
三
鷹
し
一
揆
が
強
く
、
小
商
品
生
産
者
瞬
の
上
昇

要
求
の
強
い
の
は
瀬
戸
内
諸
村
の
一
部
に
過
ぎ
な
か

っ
た
」
　
（
九
八
頁
）
と
い
わ
れ
る
、
と
こ
ろ
で
こ
の

瀬
戸
内
諸
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
先
進
地
域
と
さ
れ

る
互
田
・
山
口
に
お
い
て
も
商
品
生
産
者
と
し
て
の

要
求
は
「
未
だ
強
く
な
い
」
　
（
九
四
頁
）
と
い
う
評

価
も
あ
っ
て
、
や
は
り
全
体
と
し
て
は
否
定
的
傾
向

が
強
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
、
括
弧
つ

き
で
は
あ
る
が
商
贔
生
産
春
蚕
農
民
層
を
主
体
と
し

た
反
封
建
闘
争
の
性
格
を
こ
の
一
揆
の
慈
底
に
み
よ

う
と
す
る
私
の
冤
解
（
「
長
州
藩
に
お
け
る
天
保
一

揆
に
つ
い
て
」
社
会
経
済
塑
学
一
二
の
四
）
と
は
や

や
異
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
関
氏
も
認
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
「
農
民
解
放
へ
の
方
向
の
進
ん
で
い

る
」
　
（
九
七
頁
）
瀬
戸
内
先
進
地
域
の
意
義
を
い
か

に
捉
∵
え
る
か
、
そ
こ
に
評
価
の
相
違
が
生
れ
て
く
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
私
と
し
て
も
瀬
戸
内

地
帯
の
発
展
を
手
離
し
で
許
価
す
る
わ
け
で
も
な
い

し
、
ま
た
そ
の
地
帯
の
み
で
長
州
藩
全
体
を
評
価
し

よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
を
発
動

的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
や
は
り
懸
展
的
方
向

を
示
す
も
の
の
意
義
は
大
き
い
し
、
全
体
の
中
に
そ

れ
を
埋
没
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
ま
し
て
や

そ
れ
が
後
に
尊
重
運
動
の
基
盤
と
な
る
簾
帯
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
な
お
更
で
あ
る
。
こ

の
商
凋
m
生
滋
｛
の
発
展
度
及
び
｝
揆
の
評
価
の
し
か
た

は
次
の
藩
政
改
革
の
掘
撮
と
も
関
連
す
る
。

　
第
二
点
と
し
て
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
の
重
氏
の

見
解
は
、
戦
後
の
維
新
史
研
物
が
天
保
期
に
そ
の
出

発
点
を
求
め
、
天
保
改
革
の
あ
り
方
の
相
違
が
幕
府

及
び
西
南
諸
藩
の
そ
の
後
の
歩
み
を
決
定
づ
け
た
と

し
、
な
か
で
も
長
州
藩
は
天
保
改
草
を
契
機
と
し
て

「
絶
対
・
王
義
へ
の
傾
斜
」
を
示
し
た
と
い
う
ほ
ぼ
一

致
し
た
見
解
に
対
し
て
、
む
し
ろ
周
布
派
に
よ
る
安

政
五
～
六
年
の
改
革
に
そ
れ
を
求
め
て
い
る
点
聴
徴

的
で
あ
る
。
　
「
天
保
以
後
濁
酒
有
余
年
の
烈
し
い
展

開
過
程
を
と
ば
し
て
、
天
保
改
二
一
か
ら
蔵
ち
に
明
治

維
葱
に
結
び
つ
け
る
」
　
（
は
し
が
き
、
二
頁
）
従
来

の
見
解
に
対
し
て
、
大
き
く
修
正
を
求
め
て
安
政
改

革
の
意
義
を
ほ
り
お
こ
し
た
氏
の
功
績
は
大
き
い
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
私
も
同
感
で
あ
る
が
、
次
の
二

点
に
つ
い
て
若
干
の
異
議
が
あ
る
。

　
ω
　
安
政
改
箪
の
意
義
を
高
く
評
書
す
る
余
り
、

天
保
改
革
の
意
義
に
つ
い
て
、
　
「
本
論
に
お
い
て
も

敢
え
て
そ
れ
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」

（
＝
○
頁
）
と
断
り
な
が
ら
も
、
「
天
保
改
草
は
、

や
は
り
幕
｛
満
体
翻
の
再
編
…
で
あ
っ
て
、
長
州
薄
…
に
お

い
て
も
『
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
』
を
は
ら
ん
で
い
た

か
ら
成
「
熱
し
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
本
質
は
永
野

忠
邦
の
天
保
改
箪
と
聖
な
る
も
の
で
は
な
い
」
　
（
一

76　（4・28）



一
〇
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
は
ど
5
で
あ
ろ
う
か
。
氏

の
こ
の
評
価
は
安
政
改
革
と
の
対
比
に
よ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
更
に
氏
の
天
保
教
革
の
分
析
が
、
村
田
清

風
と
い
う
改
革
当
身
者
の
主
観
的
史
料
に
多
く
依
拠

し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
そ

の
主
観
を
こ
え
た
客
観
的
意
義
の
把
握
で
あ
り
、
そ

れ
は
先
の
商
晶
生
塵
の
発
展
度
及
び
一
揆
の
性
格
と

も
か
ら
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
改
革
蛇
毒
者
の
主

観
を
の
り
こ
え
た
方
向
が
、
た
と
え
端
緒
的
に
で
も

こ
の
改
．
革
の
中
か
ら
汲
み
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
こ
に
意
義
を
認
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
改

革
の
も
つ
意
義
を
発
展
的
に
把
え
う
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
以
後
の
安
政
改
箪
の
坪
井
・
周
布
両
派

の
改
革
も
、
そ
の
発
展
の
線
上
で
私
は
捉
え
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は
次
の
点
に
も
運
な
る
。

　
②
関
氏
が
安
政
改
革
・
で
高
く
評
価
さ
れ
る
の

は
、
周
布
派
の
安
政
五
～
六
年
の
改
草
で
あ
り
、
そ

の
前
の
坪
井
派
の
物
薩
取
立
と
は
「
大
き
く
絹
違
す

る
」
　
（
一
二
六
頁
）
と
さ
れ
、
　
「
幕
末
に
お
け
る
二

派
の
立
場
を
叢
も
明
白
に
示
す
も
の
」
（
一
二
二
頁
）

と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宏
門
戸
本
管
以
来
定
説

化
さ
れ
て
い
た
改
革
下
士
派
対
保
守
門
閥
派
と
い
う

平
行
線
で
天
保
改
革
以
降
の
政
．
争
を
長
握
す
る
「
防

長
園
猛
爆
面
的
見
解
の
継
承
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
私
は
む
し
ろ
周
布
派
の
改
革
の
方
向
は
、
そ
の

前
の
安
政
二
～
四
年
の
坪
井
派
の
改
革
に
よ
っ
て
打

出
さ
れ
た
積
極
的
側
面
の
継
承
と
し
て
’
把
え
、
坪
井

派
の
も
つ
消
極
的
側
面
が
椋
梨
園
（
「
俗
論
」
派
）
に

受
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
亭
亭
の
闇
稿
に

お
い
て
は
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
た
坪
井
派
の
進

歩
的
性
格
の
評
価
が
（
山
口
経
済
単
雑
誌
、
穴
の
一

・
二
、
七
｝
頁
）
、
こ
の
著
輩
田
で
は
わ
ざ
わ
ざ
取
り

去
ら
れ
て
い
る
点
を
私
は
残
念
に
思
う
。

　
第
三
は
尊
爵
運
動
の
把
握
の
聞
題
で
あ
り
、
こ
れ

は
本
書
の
台
本
的
視
角
と
も
関
連
す
る
。
ま
ず
問
題

は
「
頭
百
姓
」
と
氏
の
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
は
し
が
き
」
で
氏
が
、
　
「
本
書
で
追
求
し

た
主
要
問
題
は
、
幕
末
に
お
け
る
中
農
層
の
成
長
と

そ
れ
の
成
長
度
に
対
応
し
た
天
保
以
降
の
薙
…
政
改
革

で
あ
る
偏
　
（
一
頁
）
と
い
わ
れ
、
奈
奥
本
氏
の
郷
士

一
中
魚
層
に
対
し
て
持
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
概
念
内
容
の
規
定
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
彩
で
随
処
に

な
さ
れ
て
い
る
が
、
要
は
「
既
に
寄
生
地
主
化
し
た

特
権
豪
農
商
で
も
な
く
、
小
商
焔
生
産
考
と
し
て
の

惣
百
姓
の
先
頭
に
た
つ
」
　
（
は
し
が
き
、
二
頁
）
も

の
で
あ
り
、
幸
織
を
も
つ
た
手
作
塊
主
で
あ
り
（
一

＝
頁
）
、
「
小
商
品
生
面
の
発
展
を
背
負
う
富
裕
な

中
農
層
で
あ
り
、
農
村
の
実
質
的
な
支
配
層
」
　
（
｝

｝
九
頁
）
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
私
が
ま
ず
疑
問
に
思
う
の
は
、
氏
の
先
に
み
た
よ

う
な
商
晶
生
産
の
評
価
の
中
か
ら
、
何
故
幕
末
期
、

と
く
に
天
保
改
革
以
降
に
こ
の
「
頭
百
姓
暦
の
上
昇

が
臼
立
っ
て
き
た
」
　
（
一
一
五
頁
）
の
か
。
　
「
幕
末

に
は
小
商
誕
生
薩
者
と
し
て
の
成
長
が
一
般
化
し
」

（一

鼡
纒
ﾅ
）
と
い
う
言
葉
だ
け
で
そ
れ
を
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
、
　
「
藩

政
の
成
否
は
、
上
昇
す
る
頭
百
姓
層
を
如
何
に
把
握

す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
」
（
＝
九
頁
）
と
さ
れ

る
藩
政
改
革
で
、
氏
の
強
調
さ
れ
る
周
布
派
の
安
政

改
暫
㍗
の
延
応
体
系
が
こ
の
期
に
打
撃
さ
れ
る
基
礎
に

つ
い
て
の
説
得
力
は
弱
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

　
一
応
そ
れ
を
認
め
た
と
し
て
更
に
議
論
を
進
め
て

い
こ
う
。
嫁
擬
運
動
の
、
過
程
で
、
諸
隊
に
対
す
る
協

力
に
も
隈
界
が
あ
る
程
「
農
属
的
立
場
に
た
つ
篇

（一

O
五
頁
）
こ
の
よ
う
な
頭
購
姓
臓
…
が
、
な
ぜ

フ
貧
農
の
世
駕
し
一
揆
を
抑
え
る
こ
と
は
出
来
て
も
、

自
ら
の
力
で
百
姓
一
揆
を
組
織
的
に
動
員
し
う
る
程

に
強
力
で
は
な
い
扁
　
（
；
西
頁
）
の
か
。
氏
の
規

定
さ
れ
る
よ
う
な
頭
百
姓
矯
で
あ
れ
ば
、
農
民
指
導

の
先
頭
に
立
ち
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
ま
た
、
氏
は
こ
の
頭
百
姓
層
以
下
一
般
農
民
層
の
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改
革
派
諸
隊
に
対
す
る
従
来
の
臨
急
的
積
極
性
に
対

し
て
否
定
颪
を
強
調
さ
れ
る
（
＝
一
西
　
七
頁
）
。

　
私
も
、
氏
の
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
頭
響
姓
層
が
音

訳
差
歯
±
層
と
藏
結
す
る
と
は
思
わ
な
い
。
氏
の
こ

の
辺
の
説
朗
に
な
る
と
、
　
「
大
庄
屋
格
の
豪
農
商
で

は
な
く
、
庄
屋
格
に
上
昇
し
た
頭
百
姓
で
あ
る
」

（
；
西
頁
）
と
か
、
　
「
豪
農
商
と
顕
百
姓
の
中
間

に
た
つ
」
　
（
；
蓋
頁
）
も
の
と
か
、
単
に
そ
れ
ま

で
氏
の
規
定
さ
れ
た
頭
百
姓
閥
の
概
念
で
は
把
握
し

え
な
い
表
現
が
、
改
革
・
派
武
備
と
の
結
び
つ
き
で
チ

ラ
チ
ラ
し
て
き
て
と
ま
ど
い
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏

が
具
体
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
大
庄
屋
林
勇
蔵
や
庄

も
ち
、
農
厩
黒
黒
晶
生
産
の
上
に
の
り
つ
つ
も
、
勝

北
で
は
藩
権
力
の
末
端
に
遮
な
っ
て
次
第
に
地
主
化

へ
の
傾
斜
を
示
し
、
そ
の
限
り
で
は
一
般
農
民
層
な

い
し
没
落
農
属
託
と
対
立
す
る
と
い
う
矛
盾
す
る
擁

颪
を
も
つ
た
存
在
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
藩

政
改
革
・
の
諸
過
程
は
天
保
一
等
納
な
中
農
指
導
の
農

村
の
危
機
は
｝
応
回
避
さ
れ
、
中
農
層
の
猿
縛
の
上

に
、
没
落
…
貧
農
と
の
対
立
を
孕
み
つ
つ
も
こ
の
脚
蒙
農

の
指
導
性
が
確
立
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
村
落
支
配
の
頂

点
に
あ
る
豪
農
に
よ
る
庄
屋
同
盟
が
、
対
格
俗
論
」

血
戦
を
挑
む
「
正
義
」
派
の
背
後
に
あ
り
、
改
革
派

屋
秋
本
新
蔵
や
、
あ
る
い
は
庄
騒
田
辺
嘉
一
二
郎
の
如
・
糊
盟
；
庄
屋
同
盟
i
一
般
農
民
層
と
い
う
形
で
農
隙

き
、
い
わ
ゆ
る
改
革
派
同
盟
の
中
心
と
な
る
層
は
、

氏
の
頭
百
姓
概
念
と
は
や
や
異
っ
た
意
味
を
も
つ
豪

農
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
氏
も

｛象

_
と
い
う
古
葉
を
用
い
モ
ち
れ
て
は
い
る
が
、
基
本

的
に
は
氏
の
豪
農
商
は
「
村
落
農
業
を
邊
か
に
趨
え

た
特
権
的
な
商
人
高
利
貸
的
地
主
」
　
〔
｝
四
二
頁
・

八
八
頁
〕
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
）
。
す
な
わ
ち
、

私
の
い
う
豪
農
と
は
、
氏
の
い
わ
れ
る
頭
百
コ
組
性

格
を
一
面
で
は
も
ち
つ
つ
、
他
方
村
落
支
配
者
的
な

藩
権
力
末
端
に
連
な
る
存
在
と
し
て
掘
得
す
る
の
で

あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
　
面
で
は
生
産
鴨
島
側
颪
を

的
塞
盤
を
「
正
義
」
派
↓
倒
幕
派
は
獲
得
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

矛
庸
を
孕
む
中
閥
項
こ
そ
、
変
革
期
の
過
程
を
構
造

的
に
把
握
す
る
鍵
だ
と
考
え
る
。
薫
習
が
幕
末
内
戦

過
程
で
、
諸
隊
と
農
兵
隊
と
を
明
確
に
区
鋼
さ
れ
た

分
柄
は
車
晃
と
思
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
政
治
過
程

と
の
か
ら
み
あ
い
で
把
握
す
る
場
合
、
や
は
り
豪
農

的
範
疇
（
専
庄
屋
同
盟
）
を
折
込
ん
で
考
え
る
方
が

具
体
的
に
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
に
こ
れ
は

長
州
藩
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
維
新
史
全
体
の
一

つ
の
視
点
と
し
て
設
定
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
点
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
第
五
章
の
問
題
で
あ

る
が
、
と
く
に
地
租
改
正
に
重
点
を
し
ぼ
ろ
う
。
山

口
藩
の
地
租
敢
正
を
関
氏
は
、
　
「
全
国
地
租
改
正
の

典
型
と
い
う
よ
り
も
、
最
．
も
例
外
的
な
も
の
」
と

み
、
門
農
民
的
要
望
の
上
に
た
ち
、
農
民
的
土
期
所

有
の
前
進
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
」
　
（
一

四
〇
頁
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
　
門
農
村
の
支
配
力

を
も
つ
頭
哲
姓
層
の
動
向
が
問
題
L
（
一
五
潮
面
）
と

さ
れ
る
氏
が
、
　
「
明
治
維
新
は
こ
の
中
農
的
証
百
姓

屑
を
把
握
し
て
体
制
を
固
め
た
も
の
で
あ
扁
　
（
一
五

〇
頁
）
る
と
さ
れ
る
以
上
、
　
「
農
民
客
土
地
所
窟
」

を
張
調
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
明
治
初
年

の
脱
隊
騒
動
や
一
揆
の
場
合
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ

問
題
は
い
わ
ゆ
る
豪
農
層
の
動
向
な
の
で
あ
り
（
拙

稿
「
明
治
絶
対
主
義
政
権
成
立
の
｝
過
程
」
歴
史
評

論
七
五
号
）
、
事
実
地
租
改
正
に
お
い
て
も
、
　
こ
れ

ら
の
豪
農
及
び
士
族
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
「
農
民

的
土
地
所
有
扁
へ
の
前
進
と
手
離
し
で
評
価
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
領
主
的
土
地

所
有
」
に
対
す
る
意
志
で
の
「
農
民
的
土
地
所
有
」

を
否
定
し
よ
う
と
い
う
意
昧
で
は
な
い
）
。
　
具
体
的

に
は
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
含
む
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
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欝

　
一
つ
ば
、
版
籍
奉
還
に
伴
う
給
領
家
距
の
知
行
地

返
上
に
際
し
て
、
封
建
的
領
有
権
を
吸
収
し
つ
つ

も
、
　
「
内
隠
の
田
畑
山
林
」
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ

て
士
族
の
地
主
的
所
有
権
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
（
　
五
三
～
四
頁
）
、
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
「
内
禄
の
田
畑
肉
林
」
を
も
つ
士
族
は
、
長
州
藩

に
お
い
て
は
淡
し
て
給
領
主
と
い
う
一
部
の
士
族
の

み
の
問
題
で
は
な
く
、
幕
末
改
革
派
の
武
士
を
も
含

め
て
も
っ
と
｝
般
的
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
、
と

考
え
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
う
な

ら
ば
、
地
租
改
正
で
広
い
意
昧
で
の
「
農
民
的
土
地

所
有
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
こ
・
）
し
た

士
族
の
地
主
的
土
地
所
有
を
も
認
め
る
こ
と
で
も
あ

り
、
そ
れ
は
領
主
的
土
地
所
有
の
一
つ
の
解
体
方
式

を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
こ
の
地
租
数
正
に
具
体
的
に
抵
抗
を
添
し

っ
っ
実
質
納
に
そ
れ
を
規
定
し
て
い
く
豪
農
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

に
あ
る
程
度
の
地
主
化
へ
の
傾
斜
を
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
例
え
ば
林
勢
蔵
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
コ
具

の
二
州
農
民
の
総
代
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
底

に
は
「
地
所
を
濃
縮
せ
る
者
」
　
（
藤
弁
裸
光
編
「
大

庄
屋
林
勇
蔵
偏
一
掃
ニ
～
三
頁
）
と
し
て
の
意
識
が

ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
実
収
高
調
査
の
基
準
に

小
作
料
が
あ
て
ら
れ
る
点
も
（
一
六
一
頁
）
、
そ
れ

と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
地
租
数
正

は
、
こ
う
し
た
豪
農
の
地
主
的
土
地
所
有
を
法
的
に

確
認
し
て
彼
ら
を
位
麗
づ
け
、
そ
の
後
の
寄
生
地
主

化
を
保
証
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
租
改
正
は
～

士
族
の
地
主
化
と
い
う
領
主
的
土
地
所
有
解
体
の
コ

ー
ス
と
、
豪
農
の
地
主
化
と
い
う
コ
ー
ス
を
内
包

し
、
結
局
の
と
こ
ろ
地
主
的
土
地
所
有
へ
と
定
着
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
こ
と
は
封
建
的
土
地
所
有

を
一
掃
し
ょ
う
と
す
る
農
民
の
闘
争
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
い

や
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
農
民
闘
争
が
蕪
底
に
ひ
そ

ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
と
も
か
く
も
領
主
的
土
地
所

有
は
解
体
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
え
よ

う
。
倒
幕
、
そ
し
て
そ
の
後
の
明
治
初
年
の
没
落
貧

農
を
ゆ
心
と
し
た
農
民
　
揆
の
成
果
を
そ
こ
に
よ
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

具
体
的
歴
史
的
諸
条
件
の
下
で
は
、
以
上
み
て
き
た

よ
う
な
内
容
に
定
蒲
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
地
租
改
「
正
を
右
の
如
く
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、

単
に
関
氏
の
よ
う
な
評
価
の
し
か
た
で
は
、
本
質
を

見
誤
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

最
近
、
地
租
改
正
の
政
治
過
程
か
ら
出
さ
れ
た
問
題

と
も
（
丹
羽
邦
男
氏
「
地
主
制
創
出
　
の
政
治
過
程
に

つ
い
て
」
〔
「
明
治
維
新
と
地
主
制
」
所
収
〕
）
、
こ
の

辺
か
ら
理
解
の
鍵
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

四

　
以
上
、
私
の
理
解
す
る
限
り
で
内
輪
の
見
解
に
私

見
を
対
比
し
て
み
た
。
私
の
誤
解
や
理
解
の
不
十
分

さ
か
ら
と
ん
だ
非
礼
に
及
ん
で
、
B
頃
兄
纂
す
る
関

氏
の
労
作
に
対
し
て
妄
雷
と
な
っ
た
点
が
数
多
く
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
深
く

御
海
容
の
程
お
願
い
す
る
と
同
時
に
、
　
「
本
書
で
企

図
し
た
と
こ
ろ
は
、
長
州
藩
は
何
故
明
治
維
新
に
挺

身
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
長

州
藩
の
動
き
の
み
か
ら
明
治
維
新
全
体
の
多
宝
…
を
結

論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
そ
の
つ
も
り
で

は
な
い
」
　
（
は
し
が
き
、
　
瓢
頁
）
と
謙
虚
に
い
わ
れ

る
氏
が
、
本
書
の
成
果
を
維
新
史
全
体
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
日
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
心
か
ら

期
待
し
て
魏
駕
し
た
い
。
（
一
九
五
六
・
七
・
三

（
有
斐
閣
・
昭
和
三
幸
一
年
鼻
音
二
十
浅
発
行
・
定

価
二
五
〇
円
）
　
　
　
　
一
田
中
　
　
彰
ー
ー
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