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布　

施　

賢　

治

　
一

　

明
治
維
新
に
下
級
武
士
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
治
維
新
史
研
究
に
お

い
て
戦
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
そ
れ
は

「
下
級
武
士
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
検
討
さ
れ
て
き
た
。
下
級
武
士
論
と
は
明
治
維
新
の
達
成
の
担
い
手
＝
主
体

勢
力
に
な
っ
た
の
は
下
級
武
士
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
史
研
究
の
中

心
と
な
っ
た
講
座
派
や
労
農
派
の
研
究
者
に
よ
り
倒
幕
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
長
州
藩
の
事
例
を
も

と
に
議
論
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
明
治
維
新
の
政
治
史
研
究
の
進
展
、
さ
ら
に
は
長
州
藩
以
外
の
諸
藩

や
諸
地
域
の
藩
研
究
や
地
域
史
研
究
の
進
展
は
、
下
級
武
士
論
で
は
説
明
し
つ
く
さ
れ
な
い
複
雑
な
明
治
維
新
史

を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
下
級
武
士
論
は
長
州
藩
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
明
治
維
新
史
で
あ
っ
た
。
天

保
改
革
に
よ
り
登
場
し
て
く
る
藩
政
改
革
派
を
出
発
点
と
し
て
、
軍
制
改
革
を
成
功
さ
せ
た
彼
ら
は
や
が
て
藩
内

お
よ
び
中
央
政
治
に
お
い
て
台
頭
し
政
治
闘
争
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
公
武
合
体
派
・
尊
王
攘
夷
派
・
倒
幕
派
・

武
力
討
幕
派
と
成
長
し
明
治
維
新
を
達
成
し
維
新
官
僚
へ
と
自
己
転
回
し
て
い
く
と
い
う
歴
史
像
で
あ
る
。
そ
れ

は
他
藩
に
は
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
像
が
、
長
州
藩
が
明
治
維
新

の
勝
者
と
な
り
近
代
日
本
が
長
州
藩
出
身
者
に
よ
り
建
設
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
明
治
維

新
の
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
教
科
書
で
も
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
我
々
は
明
治
維
新
の
歴
史
を
語
る
と
き
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
長
州
藩
的
な
明
治
維
新
に
基
づ
く
歴
史
認
識
を
語
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、敗
者
の
側
と
い
わ
れ
る
幕
府
や
会
津
藩
、さ
ら
に
は
中
間
的
大
藩
と
い
わ
れ
る
幕
末
期
に
有
力
藩
で
あ
っ

解
　
説



た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
政
治
的
動
向
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
仙
台
藩
や
米
沢
藩
・
金
沢
藩
・

岡
山
藩
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
き
た
こ
と
も
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
幕
府
・
諸
藩
は
下
級
武
士
論
的
な
理
解
で

は
下
級
武
士
や
農
民
が
主
要
兵
力
と
な
る
本
格
的
な
軍
制
改
革
を
実
施
で
き
ず
、
そ
れ
は
実
戦
的
な
銃
隊
編
制
と

い
っ
た
強
力
な
軍
隊
の
編
制
を
不
可
能
と
し
長
州
藩
な
ど
西
南
雄
藩
の
軍
事
編
制
に
遅
れ
を
取
り
敗
北
し
た
と
い

う
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

　

明
治
維
新
政
治
史
の
進
展
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
変
革
を
迫
り
、
明
治
維
新
の
歴
史
が
下
級
武
士
論
的
な
簡
単

な
構
造
で
な
く
複
雑
な
政
治
史
の
も
と
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
政
治
史
を
ふ
ま
え
れ
ば
下

級
武
士
や
農
民
だ
け
で
な
く
、
大
名
や
藩
政
を
つ
と
め
る
上
中
級
武
士
の
動
向
が
重
要
に
な
る
。
下
級
武
士
自
身

の
力
量
で
明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
た
わ
け
で
な
く
、
藩
政
へ
の
参
画
、
藩
政
を
つ
か
さ
ど
る
上
中
級
武
士
や
大
名

と
の
政
治
的
関
係
性
の
構
築
と
い
っ
た
き
わ
め
て
現
実
的
な
対
応
か
ら
形
成
さ
れ
る
藩
論
の
も
と
下
級
武
士
は
活

動
し
た
の
で
あ
り
、
諸
藩
に
お
け
る
藩
論
形
成
の
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
そ
れ
に
ど
う
下
級
武
士
が
参
画
で
き
た
の
か

と
い
っ
た
側
面
の
解
明
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
活
動
の
集
積
を
も
と
に
、
幕
府
や

諸
大
名
や
諸
藩
士
や
民
衆
に
よ
る
新
し
い
国
家
を
い
か
に
作
り
ど
の
よ
う
に
運
営
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
、

外
圧
を
乗
り
切
り
強
力
な
国
家
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
国
是
決
定
の
た
め
の
政
治
活
動
が
明
治
維
新
の
原
動
力

に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
二

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
下
級
武
士
が
重
要
で
な
く
な
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
武
士
の
身
分
構

成
を
ふ
ま
え
れ
ば
武
士
の
大
多
数
は
下
級
武
士
で
あ
り
、
明
治
維
新
に
お
い
て
彼
ら
が
藩
内
や
地
域
社
会
で
果
た

し
た
役
割
や
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
未
だ
十
分
で
な
い
。
ま
た
、
下
級
武
士
と
は
何
者
で
あ
る
の

か
と
い
う
存
在
形
態
そ
の
も
の
の
把
握
も
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
明
治
維
新
と
い
う
全

国
的
な
変
革
状
況
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
藩
に
よ
る
地
域
性
の
相
違
と
い
う
政
治
・
地
域
的
動
向
に
よ
っ
て
も
異



な
り
、
い
ち
が
い
に
統
一
的
見
解
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
今
後
は
諸
藩
や
地
域
史
の
視

点
に
よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
や
地
域
に
お
け
る
下
級
武
士
の
存
在
形
態
や
明
治
維
新
の
関
係
の
解
明
、
さ
ら
に
そ

の
中
で
下
級
武
士
が
地
域
の
政
治
・
経
済
・
教
育
に
果
た
し
た
役
割
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
「
地
域
史
的
下

級
武
士
研
究
」
の
視
点
が
求
め
ら
れ
る
。

　

も
と
も
と
、
下
級
武
士
論
が
研
究
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
明
治
維
新
と
同
時
代
の
明
治
期
を
生
き
た
民
衆
に
認

識
さ
れ
持
た
れ
た
、
明
治
維
新
は
下
級
武
士
が
頑
張
っ
て
達
成
し
た
政
治
変
革
で
は
な
い
か
と
い
う
「
素
朴
下
級

武
士
論
」
が
あ
っ
た
。「
素
朴
下
級
武
士
論
」
と
は
、
文
字
通
り
明
治
維
新
を
同
時
代
に
体
験
し
た
民
衆
が
素
朴

に
認
識
し
た
考
え
で
あ
っ
た
。
理
論
と
い
う
よ
り
は
素
朴
な
感
情
や
体
験
を
も
と
に
明
治
維
新
の
中
心
に
な
っ
た

の
は
下
級
武
士
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
を
民
衆
が
持
つ
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
ひ

と
つ
は
維
新
後
新
た
に
創
設
さ
れ
て
く
る
近
代
行
政
区
画
の
役
所
に
下
級
武
士
が
多
数
就
職
し
た
と
い
う
現
実
が

あ
っ
た
。
旧
藩
時
代
か
ら
租
税
や
水
利
・
農
業
と
い
っ
た
行
政
を
専
門
的
に
担
当
し
た
の
は
下
級
の
役
方
武
士
で

あ
り
、
そ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
も
引
き
続
き
そ
れ
ら
重
要
な
仕
事
を
担
当

し
た
の
は
下
級
武
士
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
下
級
武
士
が
役
所
で
働
い
た
こ
と
は
、
役
所
へ
の
就
職
と
い
う
出
世

的
動
向
を
目
の
当
た
り
に
し
た
民
衆
に
、
明
治
維
新
の
変
革
は
下
級
武
士
が
重
要
な
働
き
を
な
し
た
か
ら
で
あ
る

と
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
影
響
し
た
。

　

ま
た
、
戊
辰
戦
争
で
は
兵
士
と
し
て
下
級
武
士
や
農
民
が
多
数
動
員
さ
れ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
彼
ら
が
維

新
後
、
明
治
政
府
か
ら
維
新
の
功
臣
や
志
士
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
を
民
衆
が
見
聞
き
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
諸
藩
の
戊
辰
戦
争
の
軍
制
は
武
士
本
来
の
軍
立
て
で
は
な
く
下
級
武
士
や
農
民
を
動
員
し
て
編
制
さ
れ
そ
れ

が
勝
敗
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
の
時
代
の
戦
争
に
お
い
て
も
犠
牲
に
な
る
の
は
下
級
の
兵

士
で
あ
り
、
下
級
武
士
や
農
民
が
維
新
後
多
く
顕
彰
さ
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
顕
彰
が
近
代
に
勃
興
し
て
く
る
雑
誌
や
郷
土
新
聞
と
い
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
報
道
さ
れ
民
衆
に
読
ま

れ
る
こ
と
で
、
民
衆
に
明
治
維
新
は
下
級
武
士
が
活
躍
し
た
と
素
朴
に
認
識
さ
れ
る
。



　

こ
の
素
朴
下
級
武
士
論
形
成
の
要
因
と
な
っ
た
幕
末
・
明
治
期
の
政
治
・
地
域
状
況
は
、
長
州
藩
だ
け
に
典
型

的
に
み
ら
れ
る
と
か
、
幕
府
や
中
間
的
大
藩
に
特
徴
的
に
確
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
諸
藩
や
諸
地
域
を
含
め

広
く
普
遍
的
な
下
級
武
士
や
民
衆
に
み
ら
れ
る
時
代
と
の
対
応
状
況
で
あ
る
。
明
治
維
新
に
お
け
る
下
級
武
士
と

藩
政
史
、
地
域
史
、
さ
ら
に
は
民
衆
と
の
関
係
は
、
地
域
に
お
け
る
明
治
維
新
の
動
向
、
地
域
に
お
け
る
近
代
の

問
題
と
し
て
そ
れ
自
体
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
歴
史
と
し
て
捉
え
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
三

　

今
回
、
新
た
に
刊
行
さ
れ
る
下
級
武
士
の
名
簿
を
も
と
に
、
本
稿
で
言
及
し
て
き
た
広
い
意
味
で
の
明
治
維
新

史
研
究
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
福
井
藩
下
級
武
士
の
明
治
維
新
に
お
け
る
特
徴
的
な
動
向
を
検
討
す
る
に
あ

た
り
、
次
の
論
点
を
挙
げ
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
⑴
軍
事
と
の
関
係
、
⑵
そ
れ
と
連
動
す
る
武

術
流
派
と
の
関
係
、
⑶
身
分
上
昇
状
況
と
勤
務
形
態
の
関
係
に
つ
い
て
（
彼
ら
の
立
身
出
世
）、
⑷
維
新
後
に
お

け
る
県
な
ど
へ
の
出
仕
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
福
井
藩
下
級
武
士
の
実
態
に
つ

い
て
、
中
央
政
治
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
地
域
史
と
の
関
係
か
ら
も
何
か
特
徴
的
な
視
点
を
見
出
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
名
簿
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
新
番
格
以
下
と
よ
ば
れ
る
、小
役
人
、一
統
、小
算
、

小
寄
合
、
坊
主
・
下
代
の
各
身
分
で
あ
る
。
小
役
人
か
ら
小
寄
合
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
格
が
あ
る
。
お
よ
そ
五
〇
〇

名
い
た
と
い
わ
れ
る
。
各
身
分
が
つ
と
め
る
職
は
、
徒
目
付
、
徒
、
料
理
方
、
小
算
、
下
代
、
坊
主
な
ど
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
、
例
え
ば
小
役
人
ま
で
は
御
目
見
が
で
き
る
こ
と
、
給
料
も
小
役
人
や
一
統
や
小
算
は
一
〇
石
以
上

有
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
下
代
の
下
に
は
組
之
者
と
よ
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
足
軽
ク
ラ
ス
が
分
厚
く
存
在
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
中
の
下
も
し
く
は
下
級
の
役
方
武
士
層
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
筆
者
が
以
前
研
究
し
た
川
越
藩
で
み
て
も
、
役
方
藩
士
の
上
級
で
あ
る
大
役
人
は
士
分
待
遇
相
当
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
も
、
大
役
人
の
ひ
と
つ
下
の
小
役
人
お
よ
び
徒
は
士
分
以
下
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
小
役
人
は
御
目

見
以
上
に
含
ま
れ
自
ら
を
潜
在
的
に
士
分
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
り
幕
末
期
の
軍
事
職
へ
の
登
用
を
契
機
に
士
分



獲
得
運
動
を
起
こ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
福
井
藩
に
お
け
る
小
役
人
か
ら
下
代
ま
で
は
実
態

と
し
て
下
級
武
士
で
あ
る
と
み
な
せ
る
最
下
層
の
身
分
で
あ
り
一
統
格
ま
で
は
士
分
意
識
が
存
在
し
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
彼
ら
は
役
方
藩
士
と
し
て
武
士
的
な
軍
事
的
仕
事
を
行
う
番
士
に
対
し
て
対
抗
意
識

を
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
幕
末
期
の
政
治
の
活
性
化
や
軍
事
職
へ
の
投
入
に
よ
り
番
士
に
近
づ
こ
う
と
す
る

動
向
も
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑴
軍
事
（
海
防
・
台
場
・
武
術
・
軍
制
）
と
の
関
係

　

下
級
武
士
で
あ
り
藩
内
で
役
方
的
職
務
に
つ
い
て
い
た
彼
ら
で
あ
っ
て
も
幕
末
維
新
期
の
政
治
情
勢
と
無
縁
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
最
も
影
響
を
受
け
た
の
は
軍
制
改
革
で
あ
り
、
天
保
期
以
降
の
異
国
船

来
航
に
よ
る
海
防
政
策
、
そ
れ
に
と
も
な
う
大
筒
職
の
重
要
化
に
よ
る
大
筒
職
へ
の
採
用
と
い
っ
た
役
方
か
ら
軍

事
職
へ
の
投
入
政
策
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
洋
砲
術
採
用
に
よ
る
銃
隊
化
お
よ
び
銃
隊
調
練
へ
の
参
加
、
そ
し
て

武
術
奨
励
に
と
も
な
う
藩
校
な
ど
で
の
剣
術
や
砲
術
調
練
へ
の
強
制
的
と
も
い
え
る
参
加
で
あ
る
。
名
簿
を
み
る

と
彼
ら
の
多
く
が
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
の
天
狗
党
へ
の
出
兵
や
藩
内
で
の
警
備
参
加
（
賊
徒
一
件
）、
禁
門

の
変
に
お
け
る
堺
町
門
警
衛
へ
の
参
加
（
堺
町
戦
争
）、
ま
た
戊
辰
戦
争
で
の
北
越
戦
線
へ
の
動
員
（
北
越
出
張

各
所
戦
争
）
や
歩
兵
部
隊
へ
の
編
制
な
ど
、
時
代
の
動
乱
に
彼
ら
の
多
く
が
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

　

年
表
風
に
福
井
藩
の
海
防
・
軍
制
・
武
術
奨
励
政
策
に
つ
い
て
み
る
と
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
藩
士
を
幕

府
高
島
流
師
範
下
曾
根
金
三
郎
へ
入
門
さ
せ
た
。
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
八
月
以
降
大
筒
を
領
内
海
岸
線
に
一

七
挺
配
置
し
藩
士
を
派
遣
し
巡
視
に
あ
た
ら
せ
た
。
同
年
に
は
田
宮
流
居
合
術
師
範
の
鰐
淵
三
郎
兵
衛
に
よ
り
他

流
試
合
が
行
わ
れ
以
後
剣
術
流
派
改
革
が
盛
ん
に
な
る
。
嘉
永
二
年
坂
井
郡
に
砲
台
を
築
造
す
る
。
嘉
永
三
年
十

二
月
藩
の
砲
術
を
洋
式
に
統
一
す
る
。
嘉
永
六
年
ペ
リ
ー
来
航
に
対
し
福
井
藩
は
幕
府
の
指
示
で
品
川
宿
御
殿
山

を
警
護
し
た
。
同
年
十
一
月
に
は
大
砲
御
製
造
掛
り
、
安
政
期
に
な
る
と
大
小
銃
と
弾
薬
を
製
造
す
る
製
造
方
と

い
う
役
所
を
設
立
す
る
。
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
三
月
藩
士
子
弟
で
十
五
歳
に
達
し
た
も
の
は
す
べ
て
軍
籍
に



編
入
し
藩
校
明
道
館
で
の
文
武
修
行
が
命
じ
ら
れ
た
。
安
政
五
年
六
月
幕
府
か
ら
開
港
場
予
定
地
の
神
奈
川
・
横

浜
周
辺
の
警
衛
を
命
じ
ら
れ
太
田
村
に
陣
屋
を
建
設
し
た
。
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
十
月
幕
府
か
ら
品
川
二
と

六
の
台
場
を
預
け
ら
れ
た
。
大
砲
隊
に
つ
い
て
は
元
治
元
年
八
月
第
一
次
長
州
戦
争
へ
の
出
兵
を
契
機
に
常
時
編

制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
砲
隊
を
四
隊
に
分
け
大
砲
物
頭
を
任
命
し
各
物
頭
に
大
砲
足
軽
二
一
名
ず

つ
配
属
さ
せ
た
。
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
十
一
月
藩
軍
事
力
の
中
心
で
あ
る
中
級
武
士
の
大
御
番
六
組
を
四
組

に
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
陪
臣
や
若
党
、
民
政
関
係
の
御
奉
行
や
町
奉
行
、
郡
奉
行
配
下
の
組
の
者
も
予
備
組

と
さ
れ
銃
隊
調
練
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
、
小
川
孫
市
郎
の
よ
う
に
親
の
代
か
ら
料
理
人

を
つ
と
め
る
も
慶
応
二
年
十
一
月
小
十
人
組
を
仰
せ
付
け
ら
れ
砲
発
調
練
を
精
励
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
料
理
人
は

免
じ
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
例
も
確
認
で
き
る
。
軍
制
改
革
に
よ
り
料
理
人
と
い
っ
た
役
方
藩
士
も
銃
隊
化
さ
れ
て

い
く
の
は
他
藩
の
事
例
で
も
み
ら
れ
る
。
名
簿
か
ら
は
小
十
人
組
を
命
じ
ら
れ
砲
発
調
練
を
励
む
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
る
者
は
多
数
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
福
井
藩
は
文
久
期
以
降
に
農
兵
や
町
兵
も
採
用
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
福
井
藩
も
積
極
的
に
海
防
政
策
や
軍
制
改
革
、
武
術
奨
励
を
行
い
、
下
級
武
士
を
軍
事
職
に
投

入
し
武
術
調
練
を
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
、
名
簿
の
記
述
か
ら
は
各
藩
士
と
軍
事
や
武
術
と
の
関
係
が
あ
ま
り
み

え
て
こ
な
い
。
例
え
ば
海
防
に
つ
い
て
み
て
も
何
人
か
は
海
防
出
精
を
理
由
に
褒
賞
さ
れ
新
番
格
や
小
役
人
格
に

取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
働
き
は
陣
屋
建
築
や
金
銭
面
で
の
貢
献
に
よ
る
も
の
で
、
海
防
や
台
場
警
衛
で

の
軍
事
的
貢
献
で
褒
賞
さ
れ
て
い
な
い
。
武
術
に
つ
い
て
も
小
算
の
渡
辺
小
助
が
安
政
四
年
四
月
鑓
術
出
精
で
、

中
山
栄
次
郎
が
嘉
永
五
年
金
剛
角
心
流
を
世
話
し
た
こ
と
で
、
中
村
弥
太
郎
が
安
政
四
年
柔
術
出
精
で
そ
れ
ぞ
れ

褒
賞
を
受
け
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
金
剛
角
心
流
は
福
井
藩
の
公
認
の
武
術
流
派
と
し
て
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た

柔
術
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
下
級
武
士
中
心
に
学
ば
れ
た
武
術
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
海
防
や
内
戦
へ
の
対
応
で
重
要
に
な
る
大
筒
職
に
つ
い
て
も
関
係
性
が
希
薄
で
あ
る
。
大
筒
方
下
代

を
つ
と
め
る
者
、
大
砲
隊
手
伝
を
つ
と
め
る
者
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
多
く
は
な
い
。
な
か
に
は
、
尾
崎
佐
太

郎
の
よ
う
に
航
海
修
行
の
た
め
兵
庫
の
勝
海
舟
の
も
と
に
修
行
に
出
て
後
に
算
科
局
測
量
師
や
大
砲
隊
手
伝
を
つ



と
め
る
者
、
若
林
庄
五
郎
の
よ
う
に
嘉
永
六
年
江
戸
に
鉄
砲
修
覆
に
出
て
西
洋
流
伝
来
の
筒
の
打
ち
方
を
習
得
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
そ
の
後
製
作
場
つ
と
め
を
続
け
た
者
、
坊
主
に
召
し
出
さ
れ
た
以
後
嘉
永
六
年
西
洋
銃
大
小
砲

并
附
属
小
道
具
玉
薬
差
配
下
代
を
命
じ
ら
れ
、
嘉
永
七
年
三
月
お
固
め
の
節
大
砲
方
を
出
精
し
た
こ
と
で
褒
賞
さ

れ
元
治
元
年
に
は
江
戸
湾
六
の
台
場
の
松
代
藩
へ
の
引
き
渡
し
の
節
、
大
砲
と
諸
道
具
を
磨
い
た
こ
と
で
褒
賞
さ

れ
た
根
津
門
嘉
な
ど
の
事
例
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
尾
崎
や
根
津
の
褒
賞
は
お
そ
ら
く
ペ
リ
ー
来
航
時
に

大
筒
方
を
つ
と
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
下
級
武
士
と
大
筒
職
と
の
重
要
な
関
係
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
他
に
こ
の
よ
う
な
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
鳴
物
方
や
喇
叭
役
、
楽
手
教
導
手
伝
や
太
鼓
役
を
命
じ
ら
れ
る
記
録
は
多
数
確
認
で
き
る
。
ま

た
鯖
江
藩
へ
の
喇
叭
修
業
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
職
も
能
と
い
っ
た
芸
能
も
含
め
下
級
武
士
が
つ
と
め
る
典
型
的
な

職
で
あ
っ
た
。
西
洋
銃
隊
調
練
の
採
用
に
よ
っ
て
軍
事
的
に
重
要
視
さ
れ
貝
役
か
ら
喇
叭
や
太
鼓
へ
と
変
化
し
そ

の
よ
う
な
楽
器
を
操
作
で
き
る
人
数
が
多
数
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
下
級
武
士
青
年
層
に

と
っ
て
喇
叭
役
や
太
鼓
役
や
楽
手
を
つ
と
め
る
こ
と
は
重
要
な
出
世
の
手
段
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑵
算
術
と
の
関
係

　

注
目
さ
れ
る
の
は
名
簿
上
に
算
術
の
研
究
を
命
じ
ら
れ
、
ま
た
算
術
の
役
職
に
就
い
て
い
る
者
が
多
数
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
橋
本
左
内
は
西
洋
技
術
で
も
特
に
実
用
の
学
を
重
視
し
、
安
政
二
年
閏
五
月
明
道
館
内
に
算
術

科
を
設
置
し
た
こ
と
の
影
響
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
無
役
小
算
に
召
出
さ
れ
た
清
水
文
蔵
は
明
道
館
算
科
局
乗

除
師
、
開
方
師
を
つ
と
め
藩
か
ら
算
術
修
業
を
厚
く
行
う
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
文
久
元
年
に
は
江
戸
へ
算
術

修
行
に
出
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
は
数
学
掛
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
清
水
は
明
治
六
年
岐

阜
県
師
範
学
校
の
前
身
で
あ
る
師
範
研
習
学
校
の
初
代
校
長
を
つ
と
め
た
。
ま
た
、
諸
下
代
で
あ
っ
た
松
田
文
蔵

は
安
政
六
年
病
気
に
つ
き
算
筆
の
で
き
る
者
を
養
子
に
取
り
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
戸
川
量
平
は
嘉
永
四
年
無

役
小
算
に
召
出
さ
れ
た
が
安
政
四
年
四
月
藩
か
ら
明
道
館
が
算
科
を
設
立
す
る
の
で
研
究
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
そ

の
後
測
量
師
な
ど
を
つ
と
め
て
い
る
。
算
術
は
元
来
下
級
武
士
が
嗜
む
学
問
で
あ
っ
た
が
、
西
洋
流
砲
術
が
重
要



視
さ
れ
る
と
そ
れ
に
と
も
な
い
下
級
武
士
だ
け
で
な
く
上
中
級
武
士
の
子
弟
層
を
中
心
に
学
ば
れ
士
官
化
の
た
め

の
教
養
と
な
る
。
そ
の
場
合
必
要
と
な
る
の
は
西
洋
流
の
算
術
で
あ
っ
た
。
そ
の
習
得
は
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
教
養
を
基
に
明
治
期
以
降
学
校
制
度
の
普
及
と
と
も
に
人
材
難
と
な
る
算
数
・
数
学
教
師
に
西
洋

流
砲
術
を
学
ん
だ
武
士
が
就
職
し
て
い
く
。
軍
制
改
革
が
近
代
地
域
社
会
に
具
体
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
事
例

で
あ
る
。

⑶
県
な
ど
へ
の
出
仕

　

名
簿
か
ら
多
く
の
下
級
武
士
が
維
新
後
福
井
県
や
新
潟
県
や
足
羽
県
、
遠
く
は
入
間
県
や
和
歌
山
県
な
ど
に
出

仕
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
東
京
府
や
神
奈
川
県
、
大
蔵
省
と
い
っ
た
国
の
機
関
に
出
仕
し
て
い
る

者
も
あ
る
。
彼
ら
の
職
歴
に
つ
い
て
み
る
と
、
民
政
や
会
計
や
土
木
や
治
水
と
い
っ
た
仕
事
を
こ
つ
こ
つ
こ
な
し
、

キ
ャ
リ
ア
の
途
中
で
失
敗
を
し
て
い
な
い
人
物
が
多
い
。
旧
藩
時
代
の
検
地
や
会
計
や
租
税
な
ど
に
関
す
る
実
務

能
力
は
近
代
社
会
に
も
継
続
し
て
必
要
と
さ
れ
た
能
力
で
あ
り
、
特
に
新
政
府
の
財
政
面
で
活
躍
し
た
三
岡
八
郎

に
旧
藩
時
代
か
ら
付
属
し
会
計
や
太
政
官
札
の
仕
事
を
行
っ
た
者
、
藩
専
売
制
の
仕
事
で
長
崎
や
下
関
な
ど
に
た

び
た
び
出
張
し
働
い
た
者
な
ど
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
徳
山
虎
八
や
南
部
茂
三
郎
の
よ
う
に
、
徒
目
付
と

し
て
新
政
府
か
ら
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
者
の
護
送
や
受
け
取
り
の
仕
事
を
担
当
し
、
そ
の
後
藩
の
軍
政
局
や
刑
法
寮
、

断
獄
方
な
ど
を
つ
と
め
廃
藩
置
県
後
も
引
き
続
き
福
井
県
や
足
羽
県
の
糾
弾
方
や
聴
訟
課
を
つ
と
め
る
者
で
あ
る
。

警
察
官
に
多
数
下
級
武
士
が
就
職
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
徒
目
付
な
ど
旧
藩
時
代
の
警

察
・
警
備
的
な
仕
事
を
担
当
し
護
送
な
ど
の
実
務
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
下
級
武
士

の
仕
事
に
は
道
中
方
な
ど
に
お
け
る
参
勤
交
代
の
行
列
の
先
触
れ
や
宿
舎
の
手
配
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
仕
事
を
つ

と
め
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
地
理
的
知
識
や
多
人
数
を
差
配
す
る
能
力
な
ど
が
農
兵
取
立
な
ど
に
生
か
さ
れ
る
事
例

も
あ
る
。
ま
た
詳
細
は
不
明
だ
が
、
廃
藩
置
県
前
後
に
東
京
方
面
へ
の
洋
学
修
行
願
や
墓
参
願
を
提
出
し
、
現
地

で
東
京
府
や
大
蔵
省
に
出
仕
し
て
い
る
人
物
も
あ
る
。
福
井
を
飛
び
出
す
こ
と
で
就
職
先
を
確
保
す
る
事
例
も

あ
っ
た
と
い
え
る
。
福
井
藩
は
旧
藩
時
代
か
ら
遊
学
生
を
盛
ん
に
派
遣
し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
政



策
と
経
験
は
近
代
社
会
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
受
け
継
が
れ
近
代
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
武
器
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

参
考
文
献

　

三
上
一
夫
「
越
前
藩
の
軍
制
改
革
」（『
軍
事
史
学
』
七
巻
三
号
、
一
九
七
一
年
）。

　

舟
沢
茂
樹
「
福
井
藩
の
卒
族
に
つ
い
て
」（『
福
井
県
地
域
史
研
究
』
五
号
、
一
九
七
五
年
）。

　

原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
八
八
年
）。

　

布
施
賢
治
『
下
級
武
士
と
幕
末
明
治
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

　

熊
澤
恵
里
子
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
教
育
の
近
代
化
に
関
す
る
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）。

　

本
川
幹
男
ほ
か
『
幕
末
の
福
井
藩
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。

　

森
下
徹
「
福
井
藩
の
下
級
家
臣
団
」（『
福
井
藩
士
履
歴
』
８
、
福
井
県
文
書
館
、
二
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二
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参考資料

福井藩家臣団の家格別人数
(嘉永５年)

・荒子・中間等の小者973名を除く。
・舟澤茂樹氏「福井藩家臣団と藩士の昇進」
　『福井県地域史研究』創刊号 1970年による。

家      格 人　数

（

士
族
略
履
歴

諸
役
人
并
町
在
御
扶
持
人
姓
名

各資料と家格などとの関係

「よたれ」欠

新番格以下

士族略履歴

本多家
高知席
高　家
寄合席
定座番外席
番士  役番外
　　　大番など
新番・新番格
医師・絵師など

　士分合計

与力
小役人
一統目見席
小算・坊主・下代
諸組(足軽)

　卒合計

家臣団総計

1
16
2

38
14

106
495
81
49

　802

39
84
87

347
1,341

1,898

2,700

◆
　
　
札

子
弟
輩
な
ど

旧
藩
制
役
成

増
補
雑
輩

        

な
ど

士族 旧藩制役成剝札

士
　
　
族

「かよたれそ」
欠

＊嘉永5年の表にある与力39名は、慶応2年10月22日までに全員が士分として召し出されたため、
「剝札」「士族」「士族略履歴」に収載されている。
＊なお、嘉永5年の表に載っていないが、元武生家来（府中本多家家臣。ただし物頭以上）の29
名も明治2年11月25日の改革で士分とされたため「剝札」「士族」に収載されている。

「書役」について

　「新番格以下」1 ～ 7、および「雑輩之類剝札」の巻末にはそれぞれ以下の「書
役」が記載されている。「新番格以下増補雑輩」には記されていない。
　「書役」について詳しくは吉田健「幕末維新期の福井藩人事関係資料（松平文庫）
について」『福井藩士履歴１　あ～え』解説を参照。

剝

新番格以下 増補雑輩 剝札

家数 人数 人数 人数

イ 27 115 30 1

ハ 30 117 12

ニ 6 31 4

ホ 7 36 2

ト 12 56 2

チ 2

リ 1 1

ヲ 35 135 10

ワ 13 66 3

カ 19 80 13 1

ヨ 28 104 12

タ 44 183 13 2

ツ 10 41 7

ネ 1 3

ナ 18 78 5 1

ム 8 39 3

ウ 8 42 8

ノ 17 67

ク 10 40 1

ヤ 25 98 2

マ 25 103 14

ケ 1

フ 16 64 10 1

コ 11 43 4 2

エ 8 27

テ 2 8

ア 16 69 7

サ 25 109 9 1

キ 8 36 2

ミ 8 43 1

シ 16 75 6 2

ヒ 6 22 4

モ 7 28 2

セ 2 7

ス 4 17 2 1

合計 473 1983 187 16

書役名 「新番格以下」にみえる記事
御記録書継方下代
　二見浦右衛門

（弘化四年九月）同月十八日御目付御記録書継方下代被仰付候

石原甚十郎物書
　大橋佐四郎

―

横田作太夫物書
　大瀬弥作

（元治元）同年六月廿四日昨秋詰中御目付御記録書継被仰付、
格別出精相勤候ニ付小寄合格ニ被成下、金五百疋被下置候

土屋十郎右衛門物書
　寺嶋仙右衛門

天保六未年御目付大関新五左衛門組江被召抱
同十四卯年物書役被仰付

中根新左衛門物書
　森永常次

御目付物書 森永儀兵衛（真柄）と同一人物か？

浅井八百里物書
　鷲田直四郎

弘化四未年物書役被仰付
弘化四未年十月十九日江戸詰之処御呼返し、浅井八百里物書
役被仰付・�点線は原本の区切り。

・��家数・人数のイ～ムは確定値。ウ以下及び新番
格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は筆耕原稿など
による概数。

・��新番格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は家として
管理されていないので人数のみ。

「新番格以下」及び「新番格以下増補雑輩」
「雑輩之類剝札」に掲載されている家数・
人数


