
●
中
村
藩
が
廃
藩
に
な
っ

て
以
来
武
士
階
級
が
い
な

く
な
っ
た
中
村
は
徳
川
幕

府
か
ら
の
外
国
船
打
ち
払

い
令
に
対
し
、
幡
多
奉
行

所
で
は
在
野
に
い
る
郷
士

の
子
弟
を
教
育
し
て
戦
力

化
す
る
し
か
手
が
無
か
っ

た
。
樋
口
真
吉
は
父
・
信

四
郎
か
ら
家
督
を
継
ぎ
幡

多
奉
行
所
に

勤
務
す
る
立

場
に
な
っ
た
。
既
に
幡
多

奉
行
所
内
で
は
藩
校
の
必

要
性
の
議
論
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
藩
校
と
言
っ

て
も
建
物
を
造
れ
ば
い
い

訳
で
は
な
い
。
教
育
の
理

念
と
教
授
陣
を
養
成
す
る

必
要
が
あ
り
、
真
吉
と
奉

行
は
綿
密
に
計
画
を
練
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
文
武
館

構
想
が
纏
ま
っ
た
段
階
で

藩
庁
に
藩
校
設
立
の
建
白

書
を
真
吉
の
手
で
書
き
上

げ
て
提
出
し
た
の
が
弘
化

元
年
で
あ
っ
た
。

●
真
吉
は
学
問
の
師
で
あ

る
遠
近
鶴
鳴
に
は
文
武

館
の
件
は
相
談
し
、
当
然

講
師
陣
の
最
有
力
者
と
し

て
期
待
し
て
い
た
は
ず
。

と
こ
ろ
が
こ
の
文
武
館
建

設
の
建
白
書
を
出
し
た
こ

の
年
に
遠
近
鶴
鳴
は
五

十
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
た
。

真
吉
に
は
想
定
外
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
文
武
館
で

教
え
る
学
問
に
ど
の
学
派

を
選
ぶ
の
か
、
真
吉
が
こ

の
解
を
求
め
て
京
大
坂
に

向
か
っ
た
の
が
第
３
回
の

旅
で
、
第
４
回
の
旅
で
は

博
多
の
亀
井
塾
に
足
を
運

ん
だ
。
そ
し
て
亀
井
学
派

を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

●
真
吉
は
武
者
修
行
と
称
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３０１日に及ぶ長崎～大坂～江戸の旅を総括

文
武
館
の
構
想
は
い
つ
？

遠
近
鶴
鳴
の
死



し
て
藩
外
に
６
回
出
か
け

て
い
る
が
、
４
回
も
長
崎

に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

。

●
真
吉
の
藩
外
へ
の
六
回

目
は
講
師
陣
の
養
成
の
た

め
の
長
期
合
宿
の
旅
で
、

文
武
館
創
建
準
備
の
総
仕

上
げ
の
旅
で
あ
っ
た
。
真

吉
の
藩
外
へ
の
旅
を
一
覧

表
に
す
る
と
真
吉
の
計
画

が
実
に
周
到
に
立
案
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
る
が
、

特
に
六
回
目
の
旅
の
構
成

は
真
吉
が
用
意
周
到
に
立

案
し
た
も
の
で
卓
越
し
た

企
画
力
を
示
し
て
い
る
。
。

①
三
百
日
に
及
ぶ
講
師
養

成
計
画
の
多
額
の
費
用
を

藩
庁
に
申
請
し
て
い
る
。

そ
の
お
目
付
け
に
大
坂
か

ら
佐
々
木
三
四
郎
ら
２
名

が
旅
に
加
わ
り
見
聞
役
を

担
っ
て
い
た
こ
と
で
判
る
。

②
講
師
候
補
生
四
名
選
抜

〇
遠
近
晋
八

〇
桑
原
介
馬
、

〇
山
崎
文
三
郎
、

〇
安
岡
東
二
郎

③
旅
の
研
修
場
所
に
長
崎

と
佐
賀
藩
内
と
江
戸
を
最

重
点
に
滞
在
し
て
い
る
。
、

◆
長
崎
十
三
日
間

◆
佐
賀
藩
内
二
十
四
日
間

◆
江
戸
百
十
四
日
間

砲
術
の
最
新
情
報
を
長
崎

と
佐
賀
藩
か
ら
得
よ
う
と

佐
賀
藩
内
で
入
念
に
情
報

取
集
す
る
よ
う
に
計
画
。

④
万
次
郎
が
長
崎
で
解
放

さ
れ
る
情
報
を
得
て
、
長

崎
で
万
次
郎
か
ら
米
国
事

情
を
聞
く
機
会
を
設
定

⑤
石
川
孫
六
と
言
う
江
戸

本
郷
の
剣
客
の
道
場
を
江

戸
で
の
滞
在
先
に
指
定
、

本
人
が
高
知
滞
在
か
ら
江

戸
に
帰
る
機
会
を
利
用
し

て
中
村
に
呼
び
寄
せ
て
中

村
～
長
崎
～
江
戸
へ
の
長

期
合
宿
に
参
加
さ
せ
た
。

特
に
石
山
は
一
刀
流
達
人

で
流
派
は
違
え
ど
も
間
崎

滄
浪
か
ら
真
吉
を
紹
介
さ

れ
て
い
る
剣
客
で
あ
る
。

後
に
土
佐
藩
士
に
採
用
さ

れ
高
知
で
勤
務
し
て
い
る
。

⑥
江
戸
で
の
佐
久
間
象
山

塾
へ
の
入
門
、
最
新
の
砲
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術
情
報
を
得
ら
れ
た
こ
と

は
最
初
か
ら
想
定
し
て
い

た
か
は
不
明
だ
が
、
真
吉

に
と
っ
て
最
大
の
成
果
で

も
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
講

師
候
補
の
四
名
に
と
っ
て

こ
の
長
期
合
宿
は
文
武
両

道
の
得
難
い
経
験
を
得
て

教
育
者
と
し
て
文
武
館
の

発
展
に
寄
与
し
た
は
ず
。

こ
の
講
師
養
成
の
行
程
を

真
吉
は
日
記
に
克
明
に
記

録
し
て
い
る
。
そ
の
中
の

剣
術
の
部
分
に
つ
い
て
森

本
邦
男
先
生
（
日
本
剣
道

史
の
研
究
家
）
の
論
文
に

克
明
に
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
論
文
の
一
部

を
拝
借
し
て
ご
紹
介
す
る
。

中
村
を
出
て
宇
和
島
藩
で

の
試
合
か
ら
江
戸
ま
で
の

克
明
な
記
録
が
レ
ポ
ー
ト

さ
れ
て
い
て
迫
力
が
あ
る

と
い
う
か
そ
の
行
間
に
試

合
を
受
け
る
側
と
申
し
込

む
側
の
想
い
が
浮
か
び
上

が
っ
て
見
え
る
。
幕
末
の

こ
の
時
期
各
藩
と
も
何
よ

り
も
新
し
い
情
報
が
得
た

く
、
試
合
を
受
け
る
と
訪

問
者
の
賄
い
は
試
合
を
受

け
る
側
が
負
担
す
る
と
い

う
ル
ー
ル
が
で
き
て
い
た
。

真
吉
は
こ
れ
を
利
用
し
た

か
も
し
れ
な
い
。
真
吉
一

行
の
滞
在
日
数
を
注
目
す

る
と
特
に
長
い
の
は
長
崎
、

柳
川
、
江
戸
だ
が
、
柳
川

の
十
五
日
間
の
前
後
に
武

雄
、
小
城
、
佐
嘉
、
久
留

米
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
佐

賀
藩
内
で
あ
る
。
真
吉
の

狙
い
は
恐
ら
く
は
佐
賀
潘

内
を
網
羅
的
に
廻
っ
て
佐

賀
藩
の
砲
術
の
製
造
、
砲

台
築
城
、
な
ど
に
つ
い
て

佐
賀
藩
の
細
か
い
動
き
の

情
報
収
集
し
よ
う
と
し
た

の
だ
と
見
て
取
れ
る
。

●
森
本
先
生
の
分
析
に
よ

る
と
宇
和
島
藩
か
ら
始
ま
っ

た
他
流
試
合
の
相
手
は
１

３
６
０
名
に
も
な
る
。

も
ち
ろ
ん
真
吉
一
人
が
試

合
を
し
た
人
数
で
は
な
く

真
吉
、
石
川
孫
六
、
山
崎

新
六
郎
、
遠
近
晋
八
、
安

岡
東
二
郎
、
桑
原
介
馬
ら
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六
名
と
途
中
ま
で
は
寺
田

忠
次
が
、
大
坂
か
ら
は
佐
々

木
三
四
郎
、
山
田
喜
三
之

進
が
試
合
に
参
加
し
て
い

る
。
何
よ
り
も
他
流
試
合

後
の
情
報
交
換
に
意
味
が

あ
っ
た
は
ず
と
思
わ
れ
る
。

●
江
戸
で
は
石
山
道
場
で

合
宿
し
て
い
る
の
で
朝
練

で
剣
術
の
稽
古
が
で
き
、

他
藩
士
と
の
他
流
試
合
も

居
な
が
ら
に
参
加
で
き
た
。

終
わ
れ
ば
江
戸
の
町
に
出

て
学
問
に
砲
術
に
と
研
鑽

を
重
ね
ら
れ
た
。
真
吉
と

遠
近
晋
八
は
安
積
良
斎
塾

に
学
び
、
真
吉
と
桑
原
介

馬
、
佐
々
木
三
四
郎
は
佐

久
間
象
山
塾
に
通
っ
た
。

山
崎
文
三
郎
、
安
岡
東
二

郎
の
記
録
は
無
い
が
誰
か

に
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

〇
石
山
道
場
（
宿
舎
）

・
本
郷
三
丁
目
弓
町

〇
佐
久
間
象
山
塾

・
築
地
木
挽
町

〇
安
積
良
斎
塾

・
神
田
駿
河
台

こ
の
３
か
所
を
現
代
の
東

京
の
地
図
に
置
い
て
み
る

と
本
郷
～
木
挽
町
の
距
離

は
健
脚
な
ら
充
分
毎
日
通

え
る
場
所
に
見
え
る
。

●
今
回
の
会
報
誌
で
敢
え

て
６
回
目
の
真
吉
の
旅
の

詳
細
を
取
り
上
げ
た
の
は
、

文
武
館
を
完
成
さ
せ
る
為

の
最
後
の
大
事
な
事
業
で

あ
っ
た
こ
の
長
期
研
修
の

旅
を
企
画
立
案
実
行
し
た

真
吉
の
能
力
は
卓
越
し
て

お
り
剣
豪
真
吉
以
上
だ
と

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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●
下
田
に
岡
照
美
さ
ん
と

い
う
八
十
六
歳
の
夫
人
が

六
十
代
後
半
か
ら
地
元
の

百
八
十
七
軒
の
お
宅
を
一

軒
づ
つ
訪
問
し
て
、
そ
の

家
の
故
事
来
歴
を
聞
い
て

廻
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
調
査
か
ら
驚
き
の
歴

史
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。

同
じ
調
査
を
今
や
ろ
う
と

し
て
も
既
に
多
く
の
老
人

た
ち
が
既
に
居
な
い
の
で

不
可
能
で
す
。
そ
の
意
味

で
は
こ
の
調
査
は
大
変
貴

重
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

●
驚
き
の
歴
史
的
事
実
が

幾
つ
も
見
え
て
き
ま
し
た
。

①
現
在
の
下
田
の
人
口
は

七
百
七
十
人
位
で
す
が
、

幕
末
か
ら
明
治
期
に
は
四

千
人
の
人
口
が
居
た
と
い

い
ま
す
。
つ
ま
り
陸
上
交

通
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

時
期
に
は
物
流
は
船
で
し

た
。
下
田
港
は
昔
は
水
深

の
深
い
良
い
港
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
だ
か
ら
造
船
が

盛
ん
で
船
大
工
が
大
勢
居

て
、
四
万
十
川
の
奥
か
ら

筏
で
運
ば
れ
た
材
木
で
造

船
業
が
盛
ん
だ
っ
た
と
言

い
ま
す
。
船
主
が
大
勢
集

ま
っ
て
、
芸
者
さ
ん
の
い

る
料
理
屋
が
水
戸
地
区
に

３
軒
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

②
そ
の
歴
史
を
た
ど
る
と

1
3
3
1

年
に
尊
良
親
王
が

下
田
に
配
流
さ
れ
た
時
、

京
都
か
ら
来
た
家
が
２
軒

残
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
家
系
が
守
っ
て
こ
ら

れ
た
の
が
貴
船
神
社
だ
そ

う
で
す
。
正
に
下
田
の
歴

史
は
貴
船
神
社
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

②1
4
6
8

年
に
一
条
公
が

来
た
と
き
や
っ
て
き
た
家

が
十
七
軒
現
存
し
て
た
。

③1
6
0
0

年
に
来
た
と
い

う
家
が
２
２
軒
あ
っ
た
。

関
ケ
原
の
闘
い
で
徳
川
に

付
い
て
土
佐
藩
を
拝
領
し

た
山
内
家
と
共
に
来
て
、

山
内
和
豊
の
弟
に
付
い
て

き
た
が
中
村
藩
の
廃
絶
で

中
村
か
ら
下
田
に
移
っ
て

き
た
家
が
該
当
し
て
い
る

と
想
定
さ
れ
る
。

ト

④
「
幡
多
奉
行
と
し
て
下

田
に
入
る
」
と
記
さ
れ
た

家
が
あ
っ
た
。
し
か
も
時

期
が1

9
8
9

年
と
あ
り
、

意
味
不
明
で
あ
る
。

●
戦
後
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

政
策
と
し
て
日
本
人
弱
体

化
政
策
を
推
進
し
た
結
果

戦
前
の
戸
籍
法
を
解
体
し

た
こ
と
は
ご
存
知
の
通
り

で
す
。
今
各
家
庭
は
本
家
、

分
家
の
概
念
も
な
く
、
家

系
を
守
っ
て
い
く
伝
統
も

希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
ね
。
寂
し
い
こ
と
で
す
。

●
上
記
の
岡
さ
ん
の
調
査

資
料
か
ら
下
田
に
樋
口
家

が
存
在
し
て
い
て
、
樋
口

真
吉
の
縁
者
だ
と
い
う
の

で
す
。
そ
の
樋
口
家
は
中

村
か
ら
下
田
に
来
た
事
、

先
祖
は
一
条
家
と
共
に
中

村
に
来
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
早
速
下
田
の

樋
口
さ
ん
に
お
目
に
か
か

り
ま
し
た
が
、
現
在
の
当

主
の
方
は
詳
し
い
先
祖
の

来
歴
に
就
い
て
は
ご
存
じ

な
い
よ
う
で
し
た
。
た
だ

一
条
公
と
共
に
来
た
と
す

れ
ば
長
曾
我
部
氏
が
一
条

氏
を
滅
ぼ
し
た
時
に
一
条

兼
定
の
継
嗣
を
高
知
へ
移

し
て
大
津
御
所
と
し
た
と

い
う
歴
史
が
あ
り
、
当
然

家
来
の
家
族
が
そ
れ
に
従
っ

た
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
。

渋
谷
雅
之
先
生
の
「
樋
口

真
吉
日
記
」
で
は
真
吉
の

父
「
信
四
郎
は
安
永
五
年

長
岡
郡
大
津
村
に
生
ま
れ

た
。
」
か
ら
始
ま
り
土
佐

藩
の
足
軽
募
集
に
採
用
さ

れ
て
中
村
に
来
た
の
記
述

に
な
っ
て
い
る
が
、
下
田

の
樋
口
家
の
伝
承
が
事
実

な
ら
、
中
村
に
残
っ
て
い

た
樋
口
家
と
高
知
か
ら
来

た
樋
口
家
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
今
後
の
調
査

に
期
待
し
た
い
。

●
岡
照
美
さ
ん
の
下
田
の

調
査
資
料
に
は
お
ど
ろ
き

で
し
た
。
樋
口
家
の
ル
ー

ツ
が
一
条
氏
と
共
に
京
都

か
ら
来
た
と
す
る
と
樋
口

真
吉
顕
彰
会
と
す
れ
ば
今

ま
で
幕
末
以
降
の
樋
口
家

が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
一

条
家
と
共
に
来
た
と
な
る

と
夢
が
広
が
り
ま
す
。

●
十
一
月
十
四
日
真
吉
の

生
誕
日
で
す
。
今
羽
生
山

の
登
り
口
に
樋
口
家
の
墓

所
の
案
内
板
を
建
て
よ
う

と
検
討
し
て
い
ま
す
。
２

件
の
見
積
も
り
が
出
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
検
討

の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
。

●
十
一
月
三
日
樋
口
真
吉

杯
幡
多
剣
道
大
会
が
武
道

館
で
あ
り
ま
す
。
例
年
通

り
盛
会
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
九
時
か
ら
の
大
会
に

応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
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編
集
後
記

下
田
の
歴
史

下
田
に
樋
口
家
が
あ
っ
た
！


