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明
治
時
代
前
期
、
美
作
地
域
で
自
由
民

権
運
動
が
盛
ん
な
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
美
作
の
民
権
運
動
を
主
導
し
た
人
物

が
中
島
衛
で
す
。

　

中
島
衛
は
、天て

ん

保ぽ
う

十
四
年（
一
八
四
三
）、

香
々
美
村
の
大お

お

庄じ
ょ
う

屋や

・
中
島
多た右
衛え

門も
ん

の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
本
名
は
政ま

さ

憲の
り

、
明
治
初
期
頃
ま
で
は
譲じ

ょ
う

治じ

郎ろ
う

（
譲
二

郎
）、
勇ゆ

う

治じ

郎ろ
う

（
勇
二
郎
）
と
も
名
乗
っ

て
い
ま
す
。

　

中
島
家
は
代
々
、
香
々
美
構が

ま
え

（
大
庄
屋

が
管
轄
す
る
複
数
の
村
の
単
位
）
を
ま
と

め
る
大
庄
屋
を
勤
め
る
家
柄
で
、
香
々
美

新
町
に
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

　

父
の
多
右
衛
門
は
、
幅
広
い
見
識
と
開

明
的
な
思
想
を
も
ち
、
津
山
藩
か
ら
の
評

価
も
高
く
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に

ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
際
に
は
、
藩

の
命
令
で
他
の
大
庄
屋
と
共
に
人
夫
を
連

れ
て
江
戸
へ
出
府
し
、
当
時
の
政
情
や
海

外
の
情
勢
な
ど
の
情
報
を
精
力
的
に
収

集
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
敷
内
に
私
塾

「
休き

ゅ
う

嫌け
ん

舎し
ゃ

」
を
設
立
し
て
地
域
の
子
弟
教

育
に
も
力
を
注
ぎ
、
教
師
と
し
て
元
赤
穂

藩
士
の
鞍く

ら

懸か
け

寅と
ら

二じ

郎ろ
う

を
招
き
ま
し
た
。
寅

二
郎
は
後
に
津
山
藩
に
登
用
さ
れ
、
勤
王

派
の
急
先
鋒
と
し
て
藩
政
改
革
に
着
手
し

た
人
物
で
す
。
若
き
日
の
衛
が
、
多
右
衛

門
や
寅
二
郎
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
間

違
い
な
く
、
そ
れ
が
後
の
彼
の
活
動
の
原

点
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
衛
は
父
を

補
佐
す
る
役
職
・
大
庄
屋
手て

伝つ
だ
い

に
任
命
さ

れ
る
と
、
そ
の
間
に
起
こ
っ
た
第
一
次
・

二
次
長
州
戦
争
に
は
、
津
山
藩
の
軍
事
夫

役
に
あ
た
る
百
姓
を
ま
と
め
る
取
締
と
し

て
同
行
し
、
勤
務
態
度
が
優
秀
で
あ
っ
た

と
し
て
褒
美
に
木
盃
を
授
与
さ
れ
て
お

り
、
幕
末
の
動
乱
期
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
の
頭
角
を
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
五
月
、
衛
は

二
宮
構
（
現
在
の
津
山
市
二
宮
）
の
大
庄

屋
本
役
と
香
々
美
構
の
助
役
に
任
命
さ
れ

ま
し
た
。

　

二
宮
構
は
二
宮
村
の
立
石
家
が
代
々
大

庄
屋
を
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、前
年
に
大
庄

屋
・
立
石
正
介
の
甥
で
あ
る
立
石
孫
一
郎

が
備
中
倉
敷
代
官
所
・
浅
尾
陣
屋
を
襲
撃

す
る
事
件
が
あ
り
（
備
中
騒
動
）、
正
介
は

甥
の
起
こ
し
た
事
件
に
関
連
し
て
捕
ら
え

ら
れ
、
出
獄
後
は
自
宅
に
幽
閉
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
正
介

は
備
中
船
穂
村（
現
浅
口
市
）か
ら
養
子
を

迎
え
ま
し
た
。
後
に
衛
と
共
に
美
作
の
民

権
運
動
の
中
心
人
物
と
な
る
立
石
岐ち

ま
た

で
す
。

　

こ
の
年
は
未み

曽ぞ

有う

の
大
凶
作
に
加
え
、

二
度
に
わ
た
る
長
州
戦
争
で
民
衆
へ
の
負

担
は
重
く
の
し
か
か
り
、
美
作
各
地
で
一

揆
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
（
改
政
一
揆
）。

衛
が
二
宮
構
の
大
庄
屋
に
任
命
さ
れ
た
こ

と
は
、
立
石
正
介
が
一
族
の
不
祥
事
で
要

職
に
就つ

く
こ
と
が
憚は

ば
か

ら
れ
た
と
い
う
こ
と

と
、
他
国
か
ら
養
子
に
来
た
ば
か
り
の
岐

で
は
、
不
安
定
な
情
勢
下
で
大
庄
屋
を
勤

め
る
こ
と
に
不
安
だ
っ
た
と
い
う
背
景
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
衛
に
そ
れ
だ

け
の
力
量
が
あ
る
こ
と
を
藩
か
ら
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
二

月
、
二
十
六
歳
の
時
に
二
宮
構
の
大
庄
屋

を
免
ぜ
ら
れ
、
父
の
跡
を
継
い
で
香
々
美

構
の
大
庄
屋
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

多
右
衛
門
の
設
立
し
た
休
嫌
舎
は
明
治

二
年
に
閉
鎖
し
ま
す
が
、
衛
は
そ
の
後
、

修し
ゅ
う

斉せ
い

館か
ん

を
創
設
し
て
父
の
意
志
を
受
け
継

ぎ
、
地
域
の
子
弟
の
教
育
に
も
力
を
注
ぎ

ま
し
た
。
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の署名（慶応４年）


