
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
『
福
井
藩
士
履
歴
』
の
利
用
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
―
お
も
に
「
剝
札
」「
士
族
」
に
つ
い
て
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

高　

木　

不　

二

は
じ
め
に

　

こ
の
た
び
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
と
し
て『
福
井
藩
士
履
歴
』が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は「
松

平
文
庫
」
の
「
剝
札
」「
士
族
」
を
は
じ
め
と
す
る
福
井
藩
の
人
事
関
係
史
料
を
活
字
化
す
る
も
の
で
、
ま
ず
は

そ
の
壮
大
な
計
画
を
企
画
し
実
現
に
向
け
て
動
き
出
し
た
、
福
井
県
お
よ
び
県
文
書
館
の
関
係
者
の
方
々
に
敬
意

を
表
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
筆
者
に
は
こ
の
史
料
に
関
す
る
特
別
の
思
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
史
料
の
概
要

や
沿
革
に
つ
い
て
は
、
叢
書
９
の
吉
田
健
氏
の
解
説
「
幕
末
維
新
期
の
福
井
藩
人
事
関
係
資
料
（
松
平
文
庫
）
に

つ
い
て
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
筆
者
と
こ
の
史
料
群
と
の
浅
か
ら
ぬ
結
び
つ
き
か
ら
話

を
始
め
た
い
。

　

神
奈
川
県
在
住
の
筆
者
が
福
井
藩
の
研
究
を
始
め
た
の
は
、
三
〇
年
以
上
前
の
学
生
時
代
の
こ
と
に
な
る
。
ま

だ
福
井
県
立
図
書
館
が
御
泉
水
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
ろ
で
、
図
書
館
の
二
階
に
あ
っ
た
資
料
室
で
は
じ
め
て
「
剝

札
」
に
接
し
た
。
福
井
藩
に
研
究
対
象
を
定
め
た
の
は
、
横
井
小
楠
に
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

背
景
を
知
ろ
う
と
安
政
期
の
藩
政
改
革
関
係
の
史
料
を
収
集
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
当
時
図
書
館
に
は
奉
仕
課

と
い
う
部
署
が
あ
り
、担
当
者
が
松
平
文
庫
の
史
料
を
い
く
つ
か
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
な
か
の
一
つ
が「
剝

札
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
何
度
か
福
井
を
訪
れ
て
史
料
調
査
を
重
ね
、
藩
校
明
道
館
の
運
営
の
推
移
を
中
心
に
福
井
藩
の
安
政
改

革
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
私
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
福
井
藩
研
究
が
私

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
る
と
と
も
に
、
人
事
関
係
史
料
の
活
用
に
可
能
性
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

解
　
説



福
井
藩
関
係
の
史
料
は
、
お
も
に
「
松
平
文
庫
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
長
州
の
「
毛
利
家
文
庫
」
や
薩
摩

の
「
島
津
家
史
料
」
な
ど
と
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
史
料
数
が
少
な
く
、
そ
の
ぶ
ん
研
究
者
と
く
に
県
外
の
研
究
者

に
は
手
が
か
り
が
つ
か
み
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、「
剝
札
」
や
「
士
族
」
な
ど
の
人

事
関
係
史
料
は
、
研
究
を
す
す
め
る
う
え
で
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
い
わ
ば
歴
史
デ
ー
タ
の
宝
庫
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

筆
者
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
閲
覧
す
る
た
め
に
福
井
ま
で
出
向
い
た
回
数
は
お
そ
ら
く
三
〇
回
を
越
え
て

い
る
が
、
そ
の
半
分
以
上
の
時
間
は
こ
の
人
事
関
係
史
料
の
調
査
・
収
集
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
史
料
を
筆
写
し
、

カ
ー
ド
化
し
ま
と
め
た
手
製
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
今
で
も
筆
者
に
と
っ
て
は
門
外
不
出
の
貴
重
な
財
産
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
今
思
う
と
、
こ
の
た
め
に
要
し
た
時
間
と
労
力
は
計
り
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
遠
隔
地
か
ら
で
も
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
至
便
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
福
井
藩
の
研
究
は
県
の
内
外
で
今
後
よ
り
精
密
か
つ

正
確
に
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
筆
者
と
当
該
史
料
群
と
の
結
び
つ
き
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
筆
者
の
こ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
具
体
的
に
藩
士
の
人
事
履
歴
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
活
用
で
き
る
の
か
を
提

示
し
、
こ
れ
か
ら
福
井
藩
の
調
査
・
研
究
に
関
わ
る
方
た
ち
の
参
考
に
供
し
た
い
。

一
、
制
産
方
の
発
見

　

⑴
「
制
産
方
」
の
成
立

　

文
久
期
の
三
岡
八
郎
の
富
国
策
に
つ
い
て
は
、『
由
利
公
正
傳
』
以
外
ほ
と
ん
ど
史
料
が
な
い
。
そ
う
し
た
な

か
で
、「
剝
札
」
や
「
士
族
」
な
ど
に
み
え
る
人
事
記
録
が
、
筆
者
に
制
産
方
と
い
う
こ
の
時
期
の
経
済
政
策
を

遂
行
す
る
う
え
で
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
組
織
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
た
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

　

制
産
方
の
元
と
な
っ
た
製
造
方
は
「
戦
闘
必
用
之
器
械
」
を
製
作
す
る
機
関
と
し
て
、
安
政
四
年
一
月
に
発
足



し
た
。
そ
の
組
織
の
実
体
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
製
造
部
門
は
、
銃
砲
（
城
下
志
比
口
）・
火
薬
（
吉

田
郡
松
岡
）・
艦
船
（
坂
井
郡
宿
浦
）
と
い
う
か
た
ち
で
工
作
場
も
そ
れ
ぞ
れ
別
れ
て
お
り
、『
由
利
公
正
傳
』
に

よ
れ
ば
志
比
口
だ
け
で
も
盛
時
に
は
職
工
千
二
百
人
を
使
役
す
る
と
い
う
、
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
管
理
部
門
と
し
て
は
、
当
初
製
造
方
頭
取
二
名
、
同
吟
味
役
三
名
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
他
見
習

を
ふ
く
め
た
ス
タ
ッ
フ
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、
志
比
口
の
場
合
は
、
敷
地
内
に
工
作
場
と
は
別
に
役
員
詰
所
が
設

け
ら
れ
、
職
工
を
監
督
し
、
庶
務
・
会
計
を
つ
か
さ
ど
る
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

し
か
し
松
岡
火
薬
局
の
二
度
に
わ
た
る
爆
発
事
故
に
よ
っ
て
、
製
造
方
は
縮
小
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
井
戸
惣
三
郎
や
本
多
七
平
の
場
合
、「
旧
藩
制
役
成
」
に
よ
れ
ば
安
政
五
年
七
月
五
日
付
で
「
製
造
方

当
分
御
用
薄
に
付
勤
向
御
用
捨
」
と
い
う
辞
令
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
製
造
方
が
、
安
政
五
年
十
一

月
を
境
に
大
き
く
組
織
替
え
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
の
人
事
記
録
を
み
て
ほ
し
い
。

　

【
三
岡
八
郎
】

　

安
政
四
巳　
　

正
月
十
八
日　

御
製
造
方
頭
取
被
仰
付
候

　
　
　

五
午　
　

三
月
十
八
日　

御
製
造
方
為
御
用
、
支
度
出
来
次
第
出
府
広
く
取
調
候
様
被
仰
付

　
　
　

同　
　

十
一
月
十
六
日　

役
儀
其
儘
格
式
末
之
番
外
ニ
被
仰
付
、
役
中
銀
三
拾
枚
ツ
ヽ
年
々
被
下
置
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
席
佐
々
木
権
六
次

　
　
　

六
未　
　

六
月
十
一
日　

制
産
方
御
用
有
之
ニ
付
、
肥
後
熊
本
表
へ
被
差
越
候

　

万
延
二
酉　
　

三
月　

三
日　

御
奉
行
役
見
習
、
御
役
料
五
拾
石
被
下
置
、
御
水
主
頭
次
席
ニ
被
成
下
、
御
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
並
被
仰
付
、
且
又
制
産
方
頭
取
其
儘
被
仰
付
、
銀
三
拾
枚
之
儀
も
是
迄
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
置
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
剝
札
」「
略
履
歴
」）

　

【
岡
嶋
恒
之
助
（
恒
一
）】

　

安
政
四
巳　
　

正
月
廿
八
日　

御
製
造
方
見
習
被
仰
付
候



　
　
　

同　
　
　

四
月
廿
二
日　

御
製
造
方
吟
味
役
被
仰
付
候

　
　
　

五
午　

十
一
月
十
六
日　

制
産
方
勤
向
出
精
ニ
付
、
小
者
給
銀
百
五
拾
匁
御
扶
持
方
壱
人
扶
持
被
下
置
候

　

万
延
元　
　
　

八
月
十
四
日　

制
産
方
頭
取
被
仰
付
、
役
中
御
扶
持
方
三
人
扶
持
被
下
置
候　
　
　
（「
士
族
」）

　

傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
場
合
も
御
製
造
方
か
ら
制
産
方
に
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
単
な
る
名
称
変
更
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
が
、
調
べ
て
い
く
と
岡
嶋
の
ほ
か
に
も
安
政
五
年
十
一
月
十
六
日

に
は
制
産
方
に
多
数
の
ス
タ
ッ
フ
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
大
幅
な
組
織
改
革
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
こ
の
時
期
の
人
事
異
動
で
確
認
で
き
る
事
例
を
一
覧
表
と
し
て
掲
げ
て
お
く
（
表

1
）。
ち
な
み
に
武
器
・
弾
薬
・
艦
船
製
造
な
ど
御
製
造
方
を
中
心
的
に
担
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
頭
取
佐
々
木

権
六
は
こ
の
日
に
「
病
気
内
願
」
の
た
め
休
職
と
な
っ
て
い
る
。

　

従
来
は
残
存
史
料
が
少
な
く
、
三
岡
八
郎
の
例
な
ど
か
ら
製
造
方
と
制
産
方
は
同
一
組
織
と
み
な
さ
れ
、
制
産

方
と
い
う
組
織
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
人
事
デ
ー
タ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
単
に

武
器
製
造
部
門
が
延
長
・
拡
大
し
た
組
織
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の

背
景
を
く
わ
し
く
見
て
い
く
と
、
こ
の
時
期
は
中
央
政
界
に
お
い
て
幕
府
大
老
井
伊
直
弼
が
登
場
し
、
安
政
五
年

七
月
に
は
彼
と
の
政
争
に
敗
れ
た
藩
主
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
が
「
隠
居
・
急
度
慎
み
」
を
命
じ
ら
れ
る
と
い
う
事

件
が
起
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
藩
政
の
閉
塞
状
況
の
な
か
で
改
革
派
三
岡
八
郎
ら
は
開
港
に
と
も
な
う
海
外
交
易

を
視
野
に
い
れ
た
大
胆
な
富
国
策
を
構
想
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た

め
に
は
藩
内
特
産
物
の
殖
産
事
業
を
担
う
新
し
い
組
織
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
制
産
方
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
こ
れ
が
他
藩
を
う
ら
や
ま
し
が
ら
せ
る
文
久
期
福
井
藩
の
経
済
政
策
の
中
枢
機
関

と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

私
の
福
井
藩
研
究
史
に
と
っ
て
こ
の
「
制
産
方
」
の
発
見
は
一
大
事
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た

の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
松
平
文
庫
の
人
事
関
係
史
料
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

表 1  安政 5 年制産方関係人事表

姓　名 石　高 異動前 異動後 異動時期

米岡源太郎 17 人扶持 製造方見習 制産方 安政 5年 11 月 16 日

渥美助左衛門 5人扶持切米 25 石 製造方見習 制産方 安政 5年 11 月 16 日

都筑利八郎 3人扶持切米 20 石 製造方見習 制産方 安政 5年 11 月 16 日

団野真之助 5人扶持切米 25 石 製造方見習 制産方 安政 5年 11 月 16 日

　「士族」「旧藩制役成」より作成



　

⑵
文
久
政
変
と
「
制
産
方
」
の
解
体

　

文
久
期
に
は
い
る
と
、
こ
の
制
産
方
の
動
き
を
梃
子
に
し
て
、
政
治
的
に
も
熊
本
か
ら
招
い
た
儒
学
者
横
井
小

楠
の
思
想
的
影
響
を
受
け
た
人
材
が
結
集
し
、
藩
政
に
大
き
な
力
を
も
っ
て
く
る
。
寺
社
町
奉
行
長
谷
部
甚
平
や

奉
行
見
習
・
制
産
方
頭
取
三
岡
八
郎
、
目
付
村
田
巳
三
郎
ら
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
文
久
改
革
派
で
あ
る
。
彼

ら
は
桜
田
門
外
の
変
で
井
伊
直
弼
が
姿
を
消
す
と
、
前
藩
主
の
春
嶽
を
盛
り
立
て
て
藩
政
の
主
導
権
を
に
ぎ
り
、

さ
ら
に
文
久
二
年
幕
府
が
朝
廷
か
ら
の
圧
力
で
春
嶽
の
罪
を
許
し
、
幕
政
へ
の
登
用
を
求
め
て
く
る
と
、
こ
れ
に

の
っ
て
幕
政
に
ま
で
参
与
し
て
い
く
。
政
事
総
裁
職
と
な
っ
た
春
嶽
の
も
と
で
、
参
勤
交
代
を
緩
和
さ
せ
、
将
軍

の
上
洛
を
実
現
さ
せ
た
の
も
横
井
小
楠
と
そ
れ
を
支
え
た
彼
ら
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
国
内
情
勢
は
彼
ら
の
独
走
を
許
さ
な
か
っ
た
。
翌
文
久
三
年
上
洛
し
た
将
軍
は
朝
廷
・
諸
藩
を
巻
き
込

ん
だ
尊
攘
派
の
反
撃
に
あ
っ
て
立
ち
往
生
し
、
当
時
の
春
嶽
や
福
井
藩
改
革
派
の
め
ざ
し
た
朝
廷
・
幕
府
・
雄
藩

が
一
体
と
な
っ
た
「
公
共
の
政
」
を
目
指
す
構
想
は
実
現
へ
の
道
を
阻
ま
れ
る
。
や
む
な
く
彼
ら
は
い
っ
た
ん
春

嶽
を
福
井
に
連
れ
帰
り
、
あ
ら
た
め
て
兵
威
を
も
っ
て
京
都
を
制
圧
し
、
局
面
を
切
り
開
こ
う
と
画
策
す
る
。
し

か
し
こ
れ
は
朝
廷
の
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
福
井
藩
は
朝
敵
と
な
る
き
わ
め
て
危
険
な
賭
け
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
い
た
っ
て
藩
論
は
強
行
論
と
慎
重
論
と
に
二
分
し
、
最
後
は
春
嶽
が
計
画
の
中
止
を
決
断
し
た
。
こ
の
と
き

京
都
出
兵
を
強
硬
に
主
張
し
た
文
久
改
革
派
は
藩
政
か
ら
の
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
文
久
三
年
七
月
の
〝
文

久
政
変
〟
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
政
変
を
幕
末
に
お
け
る
福
井
藩
政
史
の
一
大
画
期
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
文

久
改
革
派
の
失
脚
は
、
そ
れ
ま
で
の
藩
政
改
革
路
線
の
解
体
・
変
更
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
文
久
期
藩
政
改
革
政

策
の
中
核
組
織
で
あ
っ
た
「
制
産
方
」
が
ど
う
な
っ
た
か
を
確
認
す
る
必
要
が
で
て
き
た
。

　

制
産
方
は
（
勘
定
）
奉
行
・
寺
社
町
奉
行
・
郡
奉
行
な
ど
を
組
み
込
ん
だ
全
藩
的
組
織
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

解
体
過
程
は
当
然
藩
政
の
変
化
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
藩
士
の
履
歴
史
料
を
用
い

て
、制
産
方
頭
取
の
行
方
を
中
心
に
周
辺
の
人
事
異
動
を
追
っ
て
み
た
。結
果
は（
表
2
）に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
制
産
方
と
い
う
呼
称
は
消
え
、「
製
造
局
（
方
）」
と
い
う
名
称
が
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

表 2  文久政変時制産方関係人事表

姓　名 文久政変前 文久政変時

三岡八郎 奉行・郡奉行・制産方頭取 御役御免・蟄居

岡嶋恒之助 制産方頭取 奉行役見習

平瀬儀作 勘定吟味役・制産方頭取 御役御免・遠慮のち勘定吟味役

加藤藤左衛門 制産方頭取 製造局頭取

長谷部甚平 寺社町奉行・郡方申談 御役御免・蟄居

長谷部協 制産方頭取 大御番入り・遠慮

勝木十蔵 奉行 奉行

大井弥十郎 目付 奉行

佐々木権六 御製造掛 製造局頭取のち製造奉行
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と
き
復
活
し
た
「
製
造
局
（
方
）」
が
安
政
期
の
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
久
三
年
十
月

二
十
四
日
付
の
岡
嶋
恒
之
助
（
恒
一
）
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
藩
庁
か
ら
の
達
し
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　

以
来
製
造
方
之
儀
、
精
々
不
相
弛
候
様
精
励
可
致
候
、
且
又
試
験
之
品
有
之
節
者
其
趣
意
相
達
指
図
之
上

　
　
　

取
懸
候
様
可
致
候
事

　
　

一
豕　

綿
羊　

や
ぎ　

牛　

鶏

　
　
　

右
之
分
好
候
者
有
之
節
相
渡
可
申
候

　
　

一
銅
山

　
　

一
山
蚕

　
　

一
元
結

　
　
　

右
之
分
御
製
造
方
ニ
而
是
迄
之
通
取
扱
可
申
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
家
譜　

茂
昭
公
」）

　

す
な
わ
ち
制
産
方
は
姿
を
消
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
復
活
し
た
製
造
方
は
、
武
器
・
火
薬
製
造
以
外
に
以
前
制

産
方
が
手
が
け
て
い
た
銅
や
山
蚕
な
ど
の
輸
出
向
け
の
有
力
商
品
生
産
と
、
元
結
（
紙
製
品
）
と
い
う
国
内
向
け

の
付
加
価
値
商
品
生
産
な
ど
の
殖
産
事
業
を
引
き
継
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
人
事
の
改
造
は
組
織
の
改
造
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
藩
政
の
方
向
を
指
し
示
す
無
二
の
指
標
で
あ
る
の
で
あ
る
。

二
、
文
久
改
革
派
の
復
権
と
薩
摩
藩
と
の
交
易
の
開
始

　

福
井
藩
に
お
け
る
文
久
政
変
は
、
横
井
小
楠
の
思
想
的
影
響
力
を
排
除
し
て
、
あ
ら
た
め
て
幕
府
重
視
・
富
国

策
偏
重
の
是
正
を
標
榜
す
る
松
平
春
嶽
専
権
体
制
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
後
文
久
改
革
派
が
慶
応
期
に

復
権
の
動
き
を
示
す
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
も
人
事
履
歴
を
追
う

と
、
容
易
に
見
え
て
く
る
事
実
で
あ
る
。
次
の
一
覧
表
（
表
3
）
を
見
て
ほ
し
い
。



　

時
期
の
早
い
も
の
か
ら
並
べ
た
が
、
で
は
こ
う
し
た
文
久
改
革
派
復
権
の
時
期
は
藩
政
の
動
向
と
ど
う
関
わ
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

元
治
元
年
の
禁
門
の
変
以
降
、
幕
府
は
尊
攘
派
の
牙
城
で
あ
る
長
州
を
朝
敵
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
幕
権
回
復
へ
の
動
き
が
加
速
し
て
い
っ
た
。
長
州
征
討
が
発
令
さ
れ
、
福
井
藩
も
第
一

次
征
討
に
藩
主
茂
昭
が
副
総
督
と
し
て
参
戦
し
た
が
、
こ
の
戦
い
が
長
引
く
の
を
防
ぐ
た
め
薩
摩
藩
や
尾
張
藩
と

と
も
に
早
期
に
長
州
と
の
和
議
を
は
か
り
、
凱
旋
し
た
。
し
か
し
幕
府
は
こ
れ
に
不
満
を
示
し
、
長
州
に
「
容
易

な
ら
ざ
る
企
て
」
も
あ
る
と
し
て
、
慶
応
元
年
長
州
の
再
征
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
副
総
督
と
し
て

第
一
次
征
長
軍
の
撤
収
を
指
揮
し
た
福
井
藩
は
面
目
を
失
い
、
再
征
反
対
を
う
ち
だ
す
と
と
も
に
幕
府
と
の
距
離

も
開
い
て
い
く
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
藩
内
に
お
い
て
文
久
改
革
派
に
対
す
る
政
治
的
圧
力
が
弱
ま
る
と
と
も

に
、
経
済
的
に
も
第
一
次
長
州
出
兵
以
降
悪
化
し
て
い
た
財
政
状
況
を
立
て
直
す
た
め
、
富
国
策
に
実
績
を
も
つ

彼
ら
に
協
力
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
時
期
に
、
当
時
幕
府
が
も
っ
と
も
警
戒
し
て
い
た
薩
摩
藩
と
の
あ
い
だ
に
大
規
模

な
交
易
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
交
易
に
つ
い
て
は
福
井
側
に
公
式
な
記
録
が
な
く
、
わ
ず
か
に
福

井
商
人
三
好
助
右
衛
門
の
略
伝
「
三
好
波
静
略
伝
」（「
越
前
史
料
」
国
文
学
研
究
資
料
館
）
に
次
の
よ
う
な
記
録

が
元
治
元
年
三
月
の
こ
と
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

嶋
津
侯
と
旧
藩
主
と
産
物
交
易
の
為
め
、
薩
藩
よ
り
先
づ
川
南
次
郎
左
衛
門
、
上
川
左
太
夫
の
両
士
を
遣
は

さ
れ
、
洋
反
物
及
び
砂
糖
を
蒸
汽
船
に
登
載
し
て
三
国
港
へ
輸
送
し
来
る
。

　

こ
れ
は
商
人
間
の
私
的
な
取
引
き
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
従
来
の
研
究
で
は
ま
っ
た
く
こ
の
事
実
が
注

目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
筆
者
が
鹿
児
島
に
調
査
に
赴
い
た
際
に
、
偶
然
発
見
し
た
一
つ
の
史
料
が

目
を
開
か
せ
て
く
れ
た
。
鹿
児
島
県
立
図
書
館
に
あ
っ
た
汾
陽
次
郎
右
衛
門
の
記
録
「
汾
陽
光
遠
越
航
日
記
」
で

表 3  文久改革派の復権状況一覧表

姓　名 文久政変以前 文久政変時 文久政変以後

村田巳三郎 目付 側物頭 目付（元治元年 7月）

千本藤左衛門（東岫） 目付 御役御免・遠慮 側物頭（元治元年 8月）

牧野主殿介（小笠原幹） 番頭 隠居・逼塞 折々御機嫌伺い許さる
（元治元年 12 月）

松平主馬（長沢鷗客） 家老 蟄居 御咎御免（慶応元年 4月）

本多飛驒 家老 蟄居 御咎御免（慶応元年 4月）

長谷部甚平 寺社町奉行 蟄居 御咎御免（慶応 2年 6月）

三岡八郎 奉行・郡奉行・制産方頭取 蟄居 御咎御免（慶応 2年 6月）
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あ
る
。
こ
の
汾
陽
と
い
う
姓
は
「
か
わ
み
な
み
」
と
読
む
が
、
こ
れ
が
先
の
福
井
側
の
史
料
に
あ
っ
た
「
川
南
次

郎
左
衛
門
」
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
手
に
と
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
汾
陽
が
訪
れ
た
先
の
福

井
藩
関
係
者
の
名
前
が
驚
く
ほ
ど
多
く
書
き
こ
ま
れ
て
い
た
。
調
べ
て
い
く
と
実
は
こ
の「
汾
陽
光
遠
越
航
日
記
」

は
、
薩
摩
藩
長
崎
重
役
で
あ
る
汾
陽
次
郎
右
衛
門
が
慶
応
二
年
福
井
に
交
易
交
渉
に
赴
い
た
と
き
の
日
記
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
慶
応
期
に
お
け
る
福
井
と
薩
摩
の
交
流
の
事
実
、
こ
こ
か
ら
筆
者
の
幕
末
史
を
見
る
目
は
大
き
く
開

け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
記
に
頻
出
す
る
福
井
藩
士
に
、
内
田
閑
平
（
衡
）
と
い
う
人
物
が
い
る
。
ま
っ
た
く
耳
に
し
た
こ
と
の

な
い
人
物
で
あ
っ
た
が
、
人
事
履
歴
を
調
べ
て
み
る
と
彼
こ
そ
が
慶
応
期
の
福
井
藩
の
財
政
を
に
な
っ
た
中
心
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
彼
を
取
り
巻
く
よ
う
に
、
文
久
改
革
時
に
藩
政
を
動
か
し
た

メ
ン
バ
ー
が
あ
ら
た
め
て
登
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
内
田
の
経
歴
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
　

安
政
六
未　

十
一
月
十
一
日　

家
督
相
続
、
大
御
番
組
入
、
制
産
方
見
習
被
仰
付

　
　

万
延
元
申　
　

十
月　

廿
日　

制
産
方
被
仰
付
候

　
　

文
久
二
戌　
　

正
月
十
七
日　

中
将
様
御
附
御
近
習
被
仰
付
候

　
　

文
久
四
子　
　

正
月　

九
日　

御
附
御
近
習
番
被
仰
付
候

　
　

元
治
元
子　
　

二
月
廿
五
日　

御
奉
行
役
見
習
被
仰
付

　
　

慶
応
元　
　
　

七
月　

十
日　

御
内
用
向
有
之
ニ
付
長
崎
表
江
被
遣
、
同
廿
一
日
出
立
、
十
一
月
廿
八
日
帰

　
　

同
二
寅　
　
　

二
月　

九
日　

産
物
会
所
掛
り
被
仰
付

　
　

同　
　
　
　
　

六
月　

五
日　

御
奉
行
本
役
被
仰
付
、
御
役
料
都
合
百
五
拾
石
被
下
置
候

　
　

同　
　
　
　
　

七
月
廿
二
日　

御
内
用
有
之
ニ
付
長
崎
表
江
罷
越
候
様
被
仰
付
候

　
　

慶
応
三
卯　
　

正
月
十
六
日　

他
国
会
所
掛
被
仰
付

　
　

同　
　
　
　
　

五
月　

二
日　

会
所
奉
行
被
仰
付
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
士
族
」）



　

こ
れ
に
よ
れ
ば
内
田
は
制
産
方
成
立
と
と
も
に
見
習
と
な
り
、
万
延
元
年
本
役
と
な
り
そ
の
実
務
を
担
っ
た
が
、

文
久
二
年
に
は
春
嶽
側
近
の
近
習
と
な
っ
て
い
る
。
文
久
政
変
後
の
元
治
元
年
二
月
に
は
奉
行
役
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
三
岡
八
郎
ら
失
脚
後
の
穴
埋
め
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
の
後
は
春
嶽
専
権
体
制
の
も
と
で

側
近
を
経
験
し
た
経
済
官
僚
と
し
て
、
奉
行
の
勝
木
十
蔵
ら
を
さ
さ
え
つ
つ
、
慶
応
期
の
藩
富
国
策
の
担
い
手
と

し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

慶
応
元
年
・
二
年
の
二
度
に
わ
た
る
長
崎
出
張
で
は
、
薩
摩
藩
の
経
済
官
僚
で
あ
る
野
村
宗
七
（
盛
秀
）
と
接

触
し
商
談
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が「
野
村
盛
秀
日
記
」か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
と
き
薩
摩
藩
長
崎
重
役
で
あ
っ

た
汾
陽
次
郎
右
衛
門
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
慶
応
二
年
三
月
、
い
よ
い
よ
汾
陽
と

乗
頭
川
上
左
太
夫
が
大
量
の
積
荷
と
と
も
に
藩
船
に
乗
り
込
ん
で
越
前
の
三
国
湊
に
入
港
す
る
。
こ
の
応
接
に
あ

た
っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
内
田
閑
平
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
直
前
の
二
月
に
奉
行
役
見
習
の
ま
ま
、
産
物
会
所
掛
り
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

汾
陽
ら
は
福
井
に
入
り
、
多
く
の
藩
士
に
接
触
し
て
い
た
こ
と
が
先
の
「
汾
陽
光
遠
越
航
日
記
」
に
記
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
こ
こ
に
文
久
期
に
制
産
方
頭
取
を
つ
と
め
た
平
瀬
儀
作
と
加
藤
藤

左
衛
門
の
名
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。当
時
平
瀬
は
勘
定
吟
味
役
、加
藤
は
製
造
奉
行
助
と
し
て
の
顔
見
世
で
あ
っ

た
が
、
彼
ら
の
経
歴
か
ら
し
て
そ
の
存
在
感
は
名
目
上
の
役
職
以
上
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の

と
き
両
藩
に
よ
る
交
易
協
定
が
策
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
文
久
期
の
富
国
策
偏
重
を
一
旦
は
否
定
し
た

福
井
藩
で
あ
っ
た
が
、
財
政
再
建
を
せ
ま
ら
れ
る
な
か
で
、
内
田
を
支
え
る
べ
く
彼
ら
ベ
テ
ラ
ン
の
力
を
借
り
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

両
藩
に
よ
る
本
格
的
な
交
易
が
は
じ
ま
る
の
は
協
定
締
結
を
う
け
て
慶
応
二
年
六
月
に
薩
摩
藩
見
聞
役
で
あ
る

野
村
宗
七
が
福
井
に
入
っ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
お
も
な
取
引
き
内
容
は
福
井
藩
側
が
藩
内
と
そ

の
周
辺
地
域
か
ら
買
い
付
け
た
生
糸
と
茶
を
薩
摩
側
が
買
い
取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
薩
摩
は
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
側

に
売
り
渡
し
、
そ
の
利
益
を
艦
船
購
入
な
ど
に
あ
て
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
福
井
藩
は
こ
の



と
き
商
品
買
付
け
資
金
と
し
て
薩
摩
か
ら
一
七
万
両
の
融
資
を
う
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
を
代
表

す
る
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
＝
マ
セ
ソ
ン
商
会
が
グ
ラ
バ
ー
の
経
営
す
る
ゴ
ロ
ウ
ル
商
社
（
こ
れ
は
グ
ラ
バ
ー
商
会
と
は

別
に
薩
摩
藩
と
の
交
易
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
商
社
）
を
通
し
て
薩
摩
に
貸
し
付
け
た
も
の
の
よ
う
で
、
こ
の
福

井
藩
と
薩
摩
藩
の
交
易
は
、
御
用
商
人
の
お
こ
な
う
藩
際
交
易
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
が
か
ら
む

藩
と
藩
の
あ
い
だ
の
公
式
交
易
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
一
七
万
両
と
い
え
ば
当
時
の
福
井
藩
の
一
年
間
の
財
政
規
模
の
二
倍
に
あ
た
る
巨
大
な
額
で
あ
る
。
慶

応
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
幕
府
が
フ
ラ
ン
ス
資
本
と
結
ん
で
財
政
再
建
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、

福
井
藩
が
経
済
的
に
イ
ギ
リ
ス
と
結
ぶ
薩
摩
側
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
薩
摩
藩
が
慶
応
二
年
一
月

長
州
と
盟
約
を
結
ん
で
討
幕
路
線
に
踏
み
出
し
、
一
方
の
福
井
藩
は
同
時
期
に
お
い
て
な
お
公
武
合
体
路
線
を

と
っ
て
い
た
と
す
る
従
来
の
定
説
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
こ
の
時
期
両
藩
は
接
近
し
た
の
か
。
こ

の
謎
を
と
く
ヒ
ン
ト
は
、
当
時
薩
摩
藩
が
公
式
に
は
ま
だ
福
井
藩
と
と
も
に
幕
府
の
権
力
回
復
を
め
ざ
す
動
き
に

対
抗
し
て
諸
侯
会
議
を
お
し
す
す
め
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
慶
応
二
年
段
階
の
福
井
藩
と
薩
摩
藩
の
密
接
な
交
流
を
み
る
と
、
慶
応
二
年
一
月
に
結
ば
れ
た
薩
長
盟
約
が

そ
の
ま
ま
薩
摩
藩
の
武
力
討
幕
路
線
に
直
線
的
に
結
び
つ
い
た
と
す
る
従
来
の
定
説
を
簡
単
に
受
け
入
れ
る
わ
け

に
は
い
か
な
く
な
る
。

　

こ
う
し
た
明
治
維
新
史
に
か
か
わ
る
重
大
な
事
実
を
筆
者
に
示
唆
し
て
く
れ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
福
井
藩
研
究
で

あ
り
、
そ
の
と
き
藩
士
の
履
歴
史
料
が
大
い
に
役
立
っ
た
事
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
事
は
な
い
。

　

本
史
料
が
今
後
も
順
調
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
と
と
も
に
、
本
史
料
を
活
用
し
て
こ
れ
か
ら
福
井
藩

の
歴
史
が
さ
ら
に
広
く
深
く
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

な
お
最
後
に
、
福
井
藩
を
代
表
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
佐
々
木
権
六
や
、
藩
政
改
革
の
キ
ー
マ
ン
の
一
人
で
あ

る
長
谷
部
甚
平
の
履
歴
に
関
し
て
、
近
年
地
元
福
井
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
こ
の
デ
ー
タ
を
基
礎
に
し
て
更
に
他
の

史
料
に
も
踏
み
込
ん
だ
詳
細
な
伝
記
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
（
長
野
栄
俊
「
佐
々
木
権



六
（
長
淳
）
に
関
す
る
履
歴
・
伝
記
史
料
の
紹
介
」『
若
越
郷
土
研
究
』
五
二
の
二
、二
〇
〇
八
年
三
月
、
本
川
幹

男
「
幕
末
の
福
井
藩
士
長
谷
部
甚
平
に
つ
い
て
」『
福
井
県
地
域
史
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
二
年
七
月
）。
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に  17  15  15  17
ね   1   1   1   2
の  12  11  10  11
は  40  46  37  52
ひ  26  23  20  23
ふ  10   9   9  10
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