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は
じ
め
に

本
書
は
、
幕
末
政
治
史
を
対
象
に
し
た
論
稿
八
編
で
編
ま
れ
た
論

文
集
で
あ
る
。
編
者
に
よ
る
巻
頭
の
「
序

幕
末
維
新
史
の
再
構
成

に
む
け
て
」
は
、「
１

本
書
編
纂
の
意
図
」
と
「
２

本
書
の
構
成

と
論
稿
の
要
旨
」
か
ら
な
り
、
１
で
は
「
い
ま
ま
で
黙
殺
さ
れ
て
き

た
政
治
勢
力
を
視
野
に
入
れ
て
、
幕
末
期
の
政
治
状
況
を
検
討
し

直
」
し
て
、「
幕
末
政
治
史
を
再
構
築
」
す
る
の
が
「
本
書
の
狙
い
」

で
あ
る
と
の
野
心
的
に
し
て
魅
力
的
な
抱
負
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

２
で
は
各
論
稿
の
要
旨
や
意
義
が
そ
れ
ぞ
れ
一
編
に
つ
い
て
一
頁
程

度
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
各
論
稿

は
、「
黙
殺
さ
れ
て
き
た
政
治
勢
力
を
視
野
に
」
云
々
と
い
う
大
ま

か
な
了
解
を
共
有
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
大
枠
内
で
各
自
の
問
題
意

識
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
書
を
緊
密
に
統
一
さ
れ
た

著
作
と
し
て
一
度
に
ま
と
め
て
批
評
す
る
の
は
技
術
的
に
も
難
し
い
。

そ
こ
で
各
論
稿
を
個
別
に
検
討
す
る
。

本
稿
は
、
長
州
藩
明
治
維
新
史
に
お
い
て
、「
ど
う
し
て
…
正
義

派
対
俗
論
派
の
対
立
の
図
式
が
そ
も
そ
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
そ
の
ル
ー
ツ
を
長
州
藩
の
天
保
改
革
の
中
に
探
ろ
う
と
す
る

一

家
近
良
樹
「
長
州
藩
正
義
派
史
観
の
根
源

天
保
改
革
期
の
藩
内
勢
力
と
政
治
力
学
」

〔
書

評
〕

家
近
良
樹
編
『
も
う
ひ
と
つ
の
明
治
維
新
─
幕
末
史
の
再
検
討

─
』

毛

利

敏

彦
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も
の
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
正
義
派
史
観
の
ル
ー
ツ
と
み
な
さ
れ
る
天
保
改
革
の
具
体

的
な
経
緯
の
検
討
に
移
り
、
在
来
説
の
欠
陥
を
、（
一
）幕
府
天
保
改

革
と
連
動
し
た
側
面
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
、（
二
）村
田
清
風
の
役

割
を
過
大
視
し
て
き
た
、
と
指
摘
す
る
が
、
的
確
な
批
判
の
視
点
で

あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
改
革
の
始
期
、
段
階
、
終
期
を
設
定
し
て
天

保
改
革
像
の
見
直
し
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
化
三
年
以
降
の

一
連
の
「
改
革
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
、
宍
戸
丹
後
（
房
寛
）─
坪
井
九

右
衛
門
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
坪
井
は
、
後
年
、
正
義
派
か

ら
盛
ん
に
攻
撃
を
受
け
た
よ
う
な
改
革
阻
止
派
で
は
決
し
て
無
か
っ

た
の
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
が
、
説
得
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
ま
ま
で
本
稿
を
閉
じ
て
い
る
の
は
物
足
り
な
い
。

坪
井
ら
が
消
極
的
に
は
「
…
…
で
無
か
っ
た
」
の
は
よ
く
分
か
る
が
、

で
は
積
極
的
に
は
「
…
…
で
あ
っ
た
」
の
か
、
筆
者
の
見
解
を
聞
き

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
序
」
の
問
題
提
起
に
照
ら
し
合

わ
せ
れ
ば
、
こ
こ
で
せ
っ
か
く
探
り
出
さ
れ
た
新
し
い
天
保
改
革
像

が
以
後
の
長
州
藩
史
の
理
解
に
い
か
に
関
わ
り
、
ひ
い
て
は
幕
末
政

治
史
の
「
再
構
築
」
に
い
か
に
連
動
す
る
の
か
と
い
う
展
望
が
、
た

と
え
仮
説
的
に
で
も
提
示
さ
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、「
文
久
二
年
後
半
に
（
前
藩
主
徳
川
）
慶
勝
が
藩
政
に
復

帰
し
た
時
期
か
ら
、
翌
年
九
月
の
（
藩
主
徳
川
）
茂
徳
の
退
隠
ま
で

の
、
慶
勝
・
茂
徳
の
二
頭
体
制
下
に
あ
っ
た
尾
張
藩
の
動
向
を
朝

廷
・
幕
府
双
方
の
動
向
と
関
連
さ
せ
て
検
討
」
し
た
も
の
で
、
事
実

経
過
が
手
際
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
史
に
お
け
る
尾
張
藩
と
い
え
ば
、
徳
川
御

三
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
に
軍
事
参
加

し
た
と
い
う
特
異
な
行
動
が
注
目
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
理
由
と

背
景
の
解
明
は
、
当
該
期
尾
張
藩
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な

る
は
ず
だ
が
、
本
稿
か
ら
は
、
そ
こ
へ
の
展
望
が
必
ず
し
も
開
か
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
布
石
の
た
め
に
も
、
単
な
る
事
実
経

過
の
説
明
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雄
藩
一
般
と
は
異
な
る
御
三
家
と

し
て
の
特
性
が
、
慶
勝
や
茂
徳
の
行
為
を
い
か
に
規
定
し
、
そ
の
こ

と
が
幕
末
政
局
に
い
か
に
投
影
し
た
か
と
い
う
問
題
意
識
を
あ
ら
た

め
て
磨
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

二

藤
田
英
昭「
文
久
二
・
三
年
の
尾
張
藩
と
中
央
政
局

徳
川
慶
勝
・
茂
徳
二
頭
体
制
下
の
尾
張
藩
の
政
治
動
向
」
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本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
手
薄
だ
っ
た
東
国
諸
藩
研
究
の
一
つ
と
し
て
、

「
文
久
三
年
の
二
月
か
ら
九
月
ま
で
藩
主
上
杉
斉
憲
が
京
都
に
留
ま

り
、
幕
末
政
局
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
後
も
幕
府
・
長
州
の
双
方
よ
り
そ
の
動
向
を
注
視
さ
れ
た
と
い
う

理
由
」
で
米
沢
藩
の
動
向
を
検
討
し
た
も
の
で
、
前
掲
藤
田
稿
と
同

様
に
事
実
経
過
が
手
堅
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

一
読
す
れ
ば
、
米
沢
藩
が
表
面
で
は
各
方
面
か
ら
も
て
も
て
の
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
は
ま
さ
に
「
飛
ん
で
火
に
い
る
夏
の

虫
」
で
、
初
心
な
田
舎
藩
が
情
勢
に
翻
弄
さ
れ
た
実
態
が
期
せ
ず
し

う

ぶ

て
焙
り
だ
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
そ
の
側
面
を
も
っ
と
対
自

的
に
把
握
し
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
数
箇
所
で
藩

財
政
難
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
同
藩
の
動
き
を
規
定
す
る
要
因
と

し
て
よ
り
踏
み
込
ん
だ
具
体
的
説
明
が
望
ま
れ
る
。

本
稿
は
、「
幕
末
の
朝
廷
に
対
す
る
基
本
的
政
治
解
釈
の
一
つ
、

三

友
田
昌
宏
「
文
久
三
年
京
都
政
局
と

米
沢
藩
の
動
向
」

四

仙
波
ひ
と
み
「
幕
末
朝
廷
に
お
け
る
近
臣

そ
の
政
治
的
活
躍
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

朝
廷
内
〝
上
層
〟
対
〝
中
下
層
〟
と
い
っ
た
観
点
に
つ
い
て
、
よ
り

実
態
に
即
し
た
形
で
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。

そ
し
て
「
朝
議
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
朝
廷
社
会
に
お
け
る
近
臣
の
位
置
、

機
能
」
に
と
く
に
注
目
す
る
と
い
う
。

議
論
は
制
度
か
ら
実
態
に
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
整
理

す
れ
ば
論
旨
の
基
本
は
簡
明
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
朝
廷
の
仕
組
み

に
お
い
て
は
、
摂
家
を
除
く
全
堂
上
が
多
数
の
「
遠
臣
」
と
少
数
の

「
近
臣
」
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
近
臣
は
遠
臣
の
な
か
か
ら
天
皇
に

よ
っ
て
縁
故
で
選
抜
さ
れ
、
近
臣
だ
け
に
朝
議
に
参
加
で
き
る
資
格

な
い
し
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
実
態
の
説
明
に
尽
き

る
。
家
格
の
低
い
岩
倉
具
視
が
活
躍
で
き
た
の
は
、
か
れ
が
近
臣
に

採
用
さ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
。
本
稿
は
、
朝
廷
の
あ
り
方
を
理

解
す
る
の
に
必
須
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
外
に
も
見
過
ご
さ

れ
が
ち
だ
っ
た
基
本
的
知
識
を
改
め
て
提
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、

い
わ
ば
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
」
的
な
仕
事
と
し
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
候
所
（
詰
所
）
の
位
置
が
天
皇
・
廷
臣
間
の
親
疎
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
朝
廷
内
部
の
生
態
に
ま
で
筆
が
及
ん

で
い
て
興
味
深
い
。
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本
稿
は
、「『
政
治
都
市
』
幕
末
京
都
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
大
名

家
の
政
治
運
動
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
分
子
で
あ
る
京
都
留
守

居
」
の
実
態
と
機
能
を
解
明
す
る
一
助
と
し
て
、「
鳥
取
藩
池
田
家

の
京
都
屋
敷
を
中
心
と
し
た
京
坂
地
域
に
所
在
す
る
大
名
家
諸
機
関

に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
と
「
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
政
治
情
報

が
大
名
家
の
政
治
意
思
決
定
に
ど
れ
ほ
ど
の
規
定
性
を
有
し
た
か
」

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
閑
職
だ
っ
た
京
都
留
守
居
が
京
都
政
情
の
重
要
化
と
と
も

に
「
非
常
の
劇
職
」
に
転
じ
た
経
緯
が
説
明
さ
れ
る
。
次
に
文
久

二
・
三
年
に
有
力
諸
侯
が
上
京
し
て
公
武
周
旋
を
競
っ
た
状
況
に
鳥

取
藩
も
参
入
し
た
が
、
藩
主
池
田
慶
徳
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
意
に

適
わ
ず
、
以
後
は
国
元
に
腰
を
据
え
て
全
国
政
局
か
ら
距
離
を
置
き
、

京
都
留
守
居
か
ら
の
情
報
に
拠
っ
て
藩
の
行
動
方
針
を
決
め
る
に
い

た
っ
た
実
情
が
概
述
さ
れ
る
が
、「
京
坂
書
通
写
」
に
示
さ
れ
た
情

報
内
容
と
藩
の
対
応
と
の
照
合
が
主
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
閑
却
さ

れ
て
き
た
京
都
留
守
居
の
役
割
や
働
き
へ
の
着
眼
は
面
白
い
。

五

笹
部
昌
利
「
京
よ
り
の
政
治
情
報
と
藩
是
決
定

幕
末
期
鳥
取
藩
池
田
家
の
情
報
収
集
シ
ス
テ
ム
」

本
稿
は
、
長
州
再
征
に
は
、
表
面
的
な
目
的
で
あ
る
長
州
処
分
の

執
行
に
加
え
て
、「
秘
め
ら
れ
た
遠
大
な
目
的
」
す
な
わ
ち
徳
川
「
郡

県
制
」
国
家
樹
立
構
想
が
あ
っ
た
、
と
い
う
説
の
当
否
を
あ
ら
た
め

て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

手
が
か
り
は
老
中
板
倉
勝
静
か
ら
同
僚
老
中
小
笠
原
長
行
に
宛
て

た
書
簡
で
、
筆
者
の
考
証
で
は
「
信
憑
性
の
高
い
」
も
の
で
あ
る
。

同
書
簡
を
読
解
し
た
結
果
、「
秘
め
ら
れ
た
遠
大
な
目
的
」
は
、
空
想

的
な
願
望
と
し
て
は
あ
り
得
て
も
、
幕
府
中
枢
部
に
お
け
る
幕
勢
衰

退
の
自
覚
か
ら
み
て
現
実
性
は
な
か
っ
た
旨
が
論
証
さ
れ
て
い
る
が
、

妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
対
象
を
め
ぐ
る
主
観
的
客
観
的
諸
条
件
を

総
合
的
に
勘
案
す
れ
ば
常
識
的
に
帰
納
で
き
る
で
あ
ろ
う
結
論
を
、

念
の
た
め
に
実
証
的
に
再
確
認
し
た
趣
の
仕
事
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
、「『
政
令
一
途
』
と
い
う
概
念
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
将
軍

空
位
期
に
お
け
る
新
国
是
制
定
の
た
め
の
諸
侯
会
議
を
事
例
に
し
て

六

久
住
真
也
「
長
州
再
征
の
目
的

慶
応
二
年
六
月
開
戦
前
後
の
徳
川
幕
府
」

七

白
石
烈
「
将
軍
空
位
期
に
お
け
る

『
政
令
一
途
』
体
制
構
築
問
題
と
諸
侯
会
議
」
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有
力
大
名
勢
力
等
が
如
何
な
る
『
政
令
一
途
』
体
制
構
築
を
目
指
し
、

政
局
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
明
ら
か
に
」
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
政
令
一
途
」
と
は
、
幕
末
期
の
朝
幕

関
係
悪
化
に
対
応
し
て
武
士
層
に
生
ま
れ
た
国
家
意
思
決
定
主
体
の

一
元
化
要
求
を
指
す
よ
う
で
あ
り
、「
幕
末
の
政
争
と
は
、
詰
ま
る

と
こ
ろ
こ
の
『
政
令
一
途
』
を
め
ぐ
る
動
向
」
だ
と
ま
で
い
う
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
当
該
期
京
都
政
局
に
お
け
る
諸
勢
力
間

の
角
逐
過
程
を
と
く
に
肥
後
藩
の
視
角
か
ら
手
際
よ
く
整
序
し
て
い

る
が
、
真
の
「
政
令
一
途
」
体
制
構
築
→
諸
侯
会
議
が
指
向
さ
れ
た

も
の
の
、
会
議
で
の
意
見
の
「
一
本
化
は
可
能
な
の
か
」
と
い
う
難

題
が
解
決
さ
れ
ず
に
行
き
詰
っ
た
、
と
い
う
中
途
半
端
な
結
論
の
ま

ま
論
述
を
終
え
て
い
る
の
は
物
足
り
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の

主
題
の
解
明
に
は
、
そ
も
そ
も
封
建
領
主
権
（
個
別
領
有
権
）
を
残

し
た
ま
ま
で
「
政
令
一
途
」
は
実
現
可
能
な
の
か
と
い
う
根
本
的
理

論
問
題
へ
の
踏
み
込
み
が
不
可
欠
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
四
侯
会
議
の
失
敗
後
に
薩
摩
藩
論
を
リ
ー
ド
す
る
に
い

た
っ
た
武
力
倒
幕
論
に
対
し
て
、
藩
内
で
は
強
力
な
反
対
の
動
き
が

八

高
橋
裕
文
「
武
力
倒
幕
方
針
を
め
ぐ
る

薩
摩
藩
内
反
対
派
の
動
向
」

脈
々
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
同
藩
の
動
向
を
複
雑
に
屈
折
さ
せ
て

政
局
を
も
左
右
し
た
経
緯
を
系
統
的
に
追
跡
し
た
も
の
で
、
論
述
が

明
晰
で
、
本
書
の
編
纂
意
図
に
正
面
か
ら
応
え
た
好
論
文
で
あ
る
。

た
だ
し
、
武
力
倒
幕
方
針
に
対
す
る
反
対
の
論
拠
は
、
何
よ
り
も

冒
険
的
な
挙
兵
が
失
敗
す
れ
ば
島
津
家
の
存
立
自
体
が
脅
か
さ
れ
る

こ
と
へ
の
危
惧
だ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、

「
無
駄
な
出
費
が
多
く
、
藩
庫
が
空
に
な
り
、
非
常
の
蓄
え
も
な
く

な
り
、
…
…
心
あ
る
人
は
嘆
い
て
い
る
」（
二
四
〇
頁
）
と
い
う
藩
財

政
の
現
状
へ
の
危
機
感
が
藩
政
実
務
者
層
に
根
強
か
っ
た
事
情
も
軽

視
し
て
は
な
る
ま
い
（
前
述
の
友
田
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
で
も
触
れ
た

が
、
総
じ
て
本
書
所
収
の
各
論
稿
に
お
い
て
政
治
を
う
ご
か
す
重
要
フ
ァ

ク
タ
ー
と
し
て
の
財
政
問
題
へ
の
関
心
が
希
薄
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
は

如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
）。
ま
た
、
武
力
倒
幕
派
が
適
当
に
敬
遠
し

な
が
ら
も
決
定
的
な
場
面
で
は
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
キ
ー
パ
ー

ス
ン
と
し
て
の
島
津
久
光
の
位
置
づ
け
も
課
題
と
な
ろ
う
。

結
論
と
し
て
、
武
力
倒
幕
反
対
論
は
、「
武
力
倒
幕
の
ス
ト
レ
ー

ト
な
展
開
を
食
い
止
め
、
大
政
奉
還
論
や
公
議
政
体
論
に
相
乗
り
し

な
け
れ
ば
運
動
を
継
続
で
き
な
く
さ
せ
た
。
結
果
的
に
は
、
武
力
倒

幕
派
は
政
略
に
よ
り
新
天
皇
を
確
保
し
、
軍
事
的
な
勝
利
を
お
さ
め

た
が
、
反
対
派
の
唱
え
た
問
題
提
起
は
新
政
権
成
立
後
に
も
国
民
的
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課
題
と
し
て
新
た
な
運
動
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
」、

と
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
主
題
の
意
義
と
展
望
を
簡
潔
な
が
ら
的

確
に
提
示
し
て
い
る
。

む
す
び
に

明
治
維
新
史
見
直
し
の
大
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
無
視
な
い
し

軽
視
さ
れ
て
き
た
政
治
勢
力
に
照
明
を
あ
て
よ
う
と
い
う
の
が
、
本

書
の
さ
し
あ
た
り
の
狙
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
ま
ず
期
待
さ

れ
る
の
は
、
何
は
と
も
あ
れ
史
実
の
広
範
な
発
掘
、
つ
ま
り
既
成
観

念
に
囚
わ
れ
ず
に
、
ま
た
通
説
類
に
も
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

広
く
史
実
を
再
現
し
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
実

証
に
徹
し
た
各
論
稿
の
姿
勢
に
は
好
感
を
持
て
る
。
貴
重
な
素
材
提

供
の
試
み
で
あ
る
か
ら
、
地
道
な
事
例
蓄
積
へ
の
精
進
を
望
み
た
い
。

そ
の
営
み
の
延
長
線
上
に
自
ず
か
ら
道
が
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

家
近
良
樹
編
『
も
う
ひ
と
つ
の
明
治
維
新
─
幕
末
史
の
再
検
討
─
』

（
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
刊
、
Ａ
５
判
、
二
六
二
頁
、
本
体
価
格

五
、
〇
〇
〇
円
）

（
も
う
り

と
し
ひ
こ
・
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）


