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本
書
は、

戦
後
の
明
治
維
新
史
研
究
を
視
野
に
入
れ
つ
つ、

近
年

の
新
た
な
研
究
成
果
を
積
極
的
に
取
り
込
み
な
が
ら
加
賀
藩
の
明
治

維
新
を
論
じ
た
も
の
で、

極
め
て
意
欲
的
か
つ
問
題
提
起
的
な
も
の

と
受
け
止
め
た。

評
者
は、

ほ
と
ん
ど
加
賀
藩
に
つ
い
て
の
専
門
的

な
知
識
や
政
治
史
に
熟
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、

あ
く
ま
で
他

藩
を
主
に
扱
っ
て
き
た
立
場
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が、

加
賀
藩

と
い
う
領
域
に
留
ま
ら
な
い
視
野
の
広
さ
と
問
題
意
識
と
い
う
点
は

十
分
に
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
る。

本
書
を
論
じ
る
ほ
ど
十
分
な
力

量
は
な
い
が、

刺
激
的
な
本
書
の
特
徴
を
少
し
で
も
紹
介
で
き
れ
ば

と
考
え
て
い
る。

な
お、

本
書
の
要
約
は
で
き
る
限
り
簡
潔
に
し、

そ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
り、

そ
の
う
え
で
若

干
の
n
メ
ン
ト
を
記
載
し
た
い。

岸

本

覚

宮
下
和
幸
著

『
加
賀
藩
の
明
治
維
新
ー
新
し
い
藩
研
究
の

視
座
／
政
治
意
思
決
定
と
「
藩
公
議」
』

一
、

本
書
の
要
約
と
特
徴

ま
ず、

本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
お
く。

序
章

幕
末
維
新
期
の
藩
を
ど
う
論
じ
る
か

第
一

部

藩
の
政
治
過
程
に
お
け
る
政
治
意
思
決
定
の
様
相

第
一

章

文
久・
元
治
期
に
お
け
る
加
賀
藩
の
藩
是
と
「
藩
論」

第
二
章

慶
応
末
期
加
賀
藩
に
お
け
る
政
治
過
程
と
藩
是
．

「
藩
論」

第
三
章

明
治
初
年
加
賀
猫
の
政
治
過
程
と
職
制
改
革
の
特

質

第
四
章

明
治
初
年
の
加
賀
藩
に
お
け
る
人
材
登
用
ー
藩
謡
事

な
ど
藩
組
織
改
編
と
の
連
関
ー

第一
一
部

政
策
分
析
か
ら
み
る
組
織
と
軍
事

第
五
章

幕
末
期
に
お
け
る
加
賀
藩
上
層
部
の
体
制
と

京
都
詰
—
陪
臣
叙
爵
・

序
列
の
分
析
を
中
心
に
1

第
六
章

幕
末
期
加
賀
藩
に
お
け
る
藩
上
層
部
の
相
克

|「
西
洋
流」

受
容
を
め
ぐ
る
論
謡
—

第
七
章

加
賀
藩
銃
卒
制
度
の
成
立
・

展
開
と
動
員
の
綸
理
ー

農
兵
・

兵
賦
•

新
足
軽
並
ー

第
八
章

幕
末
期
加
賀
藩
軍
制
改
革
と
戊
辰
戦
争
へ
の
動
員

終
章

藩
研
究
の
可
能
性
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序
章
で
は、
「
日
和
見」
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
て
き
た
加
賀

藩
イ
メ
ー
ジ
を
問
い
直
し、
新
た
な
加
賀
滞
の
位
置
づ
け
を
近
年
の

明
治
維
新
研
究
の
成
果
の
な
か
か
ら
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る。
本
書
全
体
の
問
題
意
識
で
も
あ
る
が、
近
年
の
地

域
史
へ
の
厳
し
い
指
摘
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り、

さ

ら
に、
精
緻
な
個
別
実
証
研
究
が
も
た
ら
し
た
成
果
と
課
題
へ
の
著

者
な
り
の
立
ち
位
置
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る。
分
析
視
角
の
特
徴

は、
「
言
説」
へ
の
注
目
や、
「
政
治
意
思
決
定
分
析
と
「
公
謡」」

に
着
目
し
た
点
に
あ
る。
そ
の
う
え
で、
本
書
の
方
法
論
の
特
徴
を、

政
治
過
程
に
お
け
る
藩
是
ー
「
藩
論」
の
成
立
と
そ
の
具
体
的
な
行

動
の
段
階
分
析
と
す
る。
そ
の
藩
是・
「
藩
論」
と
は、
「
藩
が
政
治

運
動
を
展
開
す
る
上
で
根
本
と
な
る
政
治
指
標、
い
わ
ば
藩
に
と
っ

て
の
最
高
政
治
意
思
を
藩
是
と
し、

藩
是
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た

具
体
的
な
計
画
や
主
張
と
い
っ
た
政
策
や
理
諭
を
「
藩
論」
と
定
義」

（
二
1一
頁）

す
る。
そ
し
て、
「
藩
内
の
政
治
意
思
を
集
約
す
べ
く
至

当
性
を
体
現」
す
る
存
在
と
し
て、

瑞
主
の
「
御
意・
親
翰・
「
御

前
評
識」」
に
注
目
す
る
と
し
た。
こ
う
し
た
方
法
を
提
示
す
る
以
上、

本
書
の
構
成
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
第一
部
で
あ
り、
と
く
に
政

治
過
程
に
関
し
て
は
幕
末
期
の
第一
章•
第
二
章
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る。
そ
し
て、
そ
の
分
析
を
受
け
て
は
じ
め

て
明
治
初
年
を
対
象
と
し
た
第
三
章•
第
四
章
の
藩
組
織
論
や、

第

二
部
第
五
章
S
第
八
章
の
政
策
分
析・
組
織・
軍
事
改
革
論
等
が
立

諭
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
そ
し
て
全
体
的
な
本
書
の
構
成
に
は、

近
年
の
成
果
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り、
そ
の
目
配
り
の
広
さ
と
研

究
動
向
全
体
へ
の
意
識
的
な
対
応
に
は
敬
意
を
表
し
た
い。

さ
て、

第一
章
と
第
二
章
で
は、

序
章
で
の
藩
是・
「
藩
論」
の

定
義
に
従
い、
そ
の
「
政
治
意
思
決
定」
の
も
っ
と
も
重
要
な
存
在

と
し
て
藩
主
を
位
置
づ
け、

①
御
意、

②
親
翰、

③
「
御
前
評
誂」

を
あ
げ
て、
文
久
期
か
ら
鳥
羽・
伏
見
戦
争
ま
で
の
加
賀
藩
の
「
政

治
意
思
決
定
J

を
分
析
し
て
い
る。
と
く
に
「
藩
の
政
治
意
思
決
定

お
よ
び
循
環
モ
デ
ル」
（
二
三
頁
の
図
6)
の
提
示
は、

今
後
の
諸

藩
に
お
け
る
「
政
治
意
思
決
定」
の
厳
論
の
的
に
な
る
問
題
提
起
で

あ
る。
ま
ず、
文
久
三
年
(-
八
六
三）
七
月
の
藩
是
決
定
で
は、

御
意
↓
「
御
前
評
璽
↓
（
藩
是
確
定）

↓
親
翰
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

が
あ
ざ
や
か
に
綸
述
さ
れ
て
い
る。
そ
し
て
「
藩
是
（
天
皇
の
叡
應

の
も
と
で
の
公
武
ー〈
政
令一
途〉
体
制
の
棉
築）」
に
基
づ
い
た
「
藩

諭」
（
長
州
擁
護
と
横
浜
鎖
港）
に
則
っ
て
進
め
ら
れ
る
政
治
運
動

の
プ
ロ
セ
ス
が
展
開
さ
れ
て
い
る。

禁
門
の
変
後
の
世
嗣
慶
寧
の
退

京
と一
斉
処
分・
人
事
改
絹
等
は、
「
藩
存
続
を
第一
義
と
す
る
政

治
的
リ
ア
リ
ズ
ム」
（
七
二
頁）
と
評
価
し
た。

第
二
章
で
は、
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
当
日
に
入
京
し、
わ
ず

か
三
日
で
退
京
す
る
こ
と
と
な
る
藩
主
慶
寧
の
動
向
と、
「
割
拠」
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論
を
め
ぐ
る
藩
内
状
況
に
つ
い
て
の
識
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る。

京

都
を
離
れ
て
金
沢
到
着
後、
想
定
さ
れ
る
三
つ
の
選
択
肢
の
な
か
で、

慶
寧
は、
「
割
拠」

で
は
な
く、

徳
川
家
に
「
加
越
能
三
州
を
領
有

す
る
正
当
性
を
負
託」
(
1

0
五
頁）

し、
「
朝
廷
尊
崇
に
よ
る
徳
川

家
支
援」
（
―
-

八
頁）

を
重
ん
じ
た
と
い
う。

し
か
し、

鳥
羽
・

伏
見
戦
争
勃
発
に
よ
る
状
況
の
激
変
に
よ
り、

藩
の
徳
川
支
援
の
出

兵
は
見
直
さ
れ
「
朝
廷
尊
崇
の

賞
徹
と
徳
川
家
支
援
の
挫
折」

（
―
-

九
頁）

と
な
っ
て
い
っ
た。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は、

前
藩

主
前
田
斉
泰
と
慶
寧
の
方
法
が
異
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う。
「
御
前
評

謡」

を
重
ん
じ
た
前
藩
主
に
対
し
て、

慶
寧
は
む
し
ろ
御
意
・

親
翰

に
よ
る
政
治
意
思
の
表
明
を
重
ん
じ
て
い
る
と
い
う。

以
上、

著
者

は、

幕
末
・

維
新
期
加
賀
藩
の
政
治
史
の
な
か
で、

こ
の
藩
是
の
修

正
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
（
終
章）
。

そ

の
後
は、
「
新
政
府
の
命
令
の
恭
順」

こ
そ
が
「
勤
王」

と
し
て
進

め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る。

第
三
章
で
は、

明
治
初
年
の
加
賀
藩
の
職
制
改
革
に
着
目
し、
「
政

府
に
よ
る
府
藩
県
三
治
制
の
徹
底
化
に
相
応
し
い
藩
モ
デ
ル
（「
列

藩
之
標
的」）

を
追
求」
(
-

四
九
S
一

五
0
頁）

し
た
と
す
る。

新

政
府
に
よ
る
藩
の
解
体
が
矢
継
ぎ
早
に
進
め
ら
れ
て
い
く
な
か
で、

そ
れ
に
応
じ
た
職
制
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ

る。

そ
の
職
制
改
革
の
特
徴
は、

明
治
初
年
執
政
が
暗
殺
さ
れ
る
な

ど
藩
内
の
不
安
情
勢
の
な
か、

新
た
な
人
材
の
抜
擢
を
推
し
進
め
る

一

方
で、

重
臣
層
の
温
存
に
も
配
盛
し
た
と
い
う。

こ
う
し
た
流
れ

が、

明
治
中
後
期
の
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
回
復
を
目
指
す
動

き
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
展
望
す
る。

第
四
章
で
は、

第一＿一
章

を
受
け
て
具
体
的
な
人
材
登
用
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る。

新
政
府
か

ら
要
請
さ
れ
た
金
沢
藩
の
貢
士
さ
ら
に
は
徴
士
に
は
実
務
層
か
ら
の

登
用
が
あ
っ
た。

そ
し
て、

執
政
・

参
政
体
制
か
ら
大
参
事
・

少
参

事
体
制
に
か
け
て
実
務
層
を
重
ん
じ
る
方
向
性
は
維
持
さ
れ
つ
つ、

重
臣
層
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
は
か
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る。

し
か
し
な
が
ら、

藩
制
に
よ
り
さ
ら
に
徹
底
し
た
改
革
が
求
め

ら
れ、

上
層
部
の
免
官
と
実
務
層
の
大
参
事
・

少
参
事
へ
の
昇
進
と

い
う
形
で
人
事
対
応
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た。

本
書
で
は、

こ
う
し

た
組
織
改
革
の
特
徴
を
「
藩
公
謡」

と
し
て
改
め
て
問
う
必
要
性
を

提
起
す
る
（
一

八
四
頁）。

第
二
部
第
五
章
•

第
六
章
は、

幕
末
加
賀
藩
の
上
層
部
分
析
で
あ

る。

ま
ず
第
宜
章
は、

藩
上
層
部
の
構
成
の
特
質
お
よ
び
京
都
詰
体

制
と
政
局
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

ま
ず、

政
治
的
な
意
思
決
定
に

携
わ
る
主
体、

藩
主
前
田
斉
泰
・

世
嗣
慶
寧、

年
寄
（
藩
主
補
佐
の

執
政
役）

に
つ
い
て
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

さ
ら
に、

家
老
の

位
置
づ
け
も
明
ら
か
に
し、

幕
末
加
賀
藩
の
「
政
治
意
思
決
定」

の

重
要
ポ
ス
ト
を
提
示
す
る。

と
く
に、

年
寄
の
陪
臣
叙
爵
や、

家
老
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の
「
年
寄
中
席
御
用
加
判」
（
二
0
五
頁）、

意
見
上
申
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
展
開
さ
れ
た
点
な
ど
は、

加
賀
藩
の
特
徴
を
顕
著
に
示
す

と
と
も
に
近
年
の
諸
藩
研
究
と
の
比
較
も
意
識
し
た
も
の
と
言
え

る。
次
に、

こ
う
し
た
人
員
で
文
久
期
以
降
に
京
都
詰
体
制
が
構
築
・

展
開
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

契
機
と
し
て
は、

将
軍
の

上
洛
に
あ
わ
せ
た
藩
主
上
京
で、

そ
の
後
朝
廷
や
幕
府
か
ら
の
弊
衛

命
令
を
う
け、

在
京
の
藩
士
を
指
揮
，

統
制
す
る
目
的
で
成
立
し
た

と
す
る。

京
都
に
お
け
る
朝
廷
か
ら
の
情
報
は、

二
条
家
や
鷹
司
家

か
ら
が
主
で、

と
く
に
前
者
に
重
き
を
置
い
て
い
た
た
め、

幕
府
側

に
偏
っ
た
情
報
と
な
っ
て
い
た
と
い
う。

具
体
的
な
政
治
判
断
の
例

と
し
て
は、
京
都
詰
家
老
前
田
孝
錫
の
職
務
日
記
「
京
都
詰
中
手
留]

を
手
掛
か
り
に
分
析
し
て
い
る。

王
政
復
古
以
降
の
藩
の
「
政
治
意

思
決
定」

に
お
い
て、

京
都
と
国
元
の
乖
離
が
あ
っ
た
も
の
の、

後

日
そ
の
正
当
性
が
確
認
さ
れ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る。

第
六
章
の
特
徴
は、

す
で
に
海
防
に
関
す
る
研
究
蓄
積
が
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
て、

著
者
の
視
角
で
あ
る
「
政
治
意
思
決
定」

と
い
う

視
点
を
盛
り
込
ん
だ
点
で
あ
ろ
う。

主
に
使
用
さ
れ
た
史
料
が、

藩

主
の
意
向
を
示
す
「
親
翰
留
j

文
政
四
年
S
明
治
四
年
(
-

八
ニ
―

s
一

八
七
一
）

お
よ
び
年
寄
奥
村
栄
通
「
御
用
方
手
留
附
録」

で
あ

る
よ
う
に、

藩
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
上
層
部
の
人
物
た
ち
が
い
か

に
海
防
政
策
を
考
え
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る。
「
西

洋
流」

受
容
を
主
張
す
る
壮
猶
館
と
そ
の
連
携
を
と
る
年
寄
衆
（
海

防
方
御
用
主
附）

と、

攘
夷
論
の
高
揚
の
な
か
で
兵
器
の
み
の
採
用

認
可
を
進
め
る
現
実
路
線
の
斉
泰
と
の
間
で
齢
師
が
発
生
し
て
い
く

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る。

諸
藩
の
な
か
で
少
な
か
ら
ず
見

ら
れ
る
現
象
と
も
言
え
る
が、

加
賀
藩
で
は、

藩
是
の
決
定
で
攘
夷

に
視
点
を
置
い
た
こ
と
で、

か
え
っ
て
洋
式
導
入
を
困
難
に
し
た
プ

ロ
セ
ス
が
興
味
深
い。

薩
摩
藩
や
長
州
藩
な
ど
と
は
異
な
る
こ
う
し

た
洋
式
受
容
の
あ
り
方
は
重
要
な
識
論
だ
と
思
わ
れ
る。

幕
末
の
政

治
・

軍
事
改
革
を
考
え
て
い
く
う
え
で、

大
枠
と
し
て
の
「
攘
夷」

体
制
が
持
つ
強
制
力、

巨
大
な
藩
の
意
思
決
定
の
難
し
さ、

藩
内
の

調
和
・

調
停
に
こ
だ
わ
る
姿
勢、

あ
る
い
は
最
大
公
約
数
的
な
藩
内

一

致
を
目
指
す
藩
主
の
あ
り
方
等
々
は
今
後
さ
ら
に
注
目
し
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

第
七
章
•

第
八
章
で
は
具
体
的
な
軍
事
改
革
の
分
析
が
行
わ
れ
て

い
る
が、

と
く
に
藩
主
の
親
翰
な
ど
を
取
り
上
げ
た
点
が
注
目
さ
れ

よ
う。

ま
ず
第
七
章
の
加
賀
藩
の
銃
卒
制
度
に
つ
い
て
は、

郷
土
防

衛
意
識
を
喚
起
し
て
地
域
の
治
安
維
持
に
特
化
し
た
農
兵
制
度、

あ

る
い
は
西
洋
軍
制
に
基
づ
き
幕
府
直
属
の
兵
卒
と
し
て
徴
発
し
た
兵

賦
制
度
と
い
う
従
来
の
研
究
成
果
を
整
理
し
つ
つ、

同
藩
の
特
徴
を

具
体
的
に
提
示
し
た。

嘉
永
期
か
ら
い
く
つ
か
提
言
は
あ
っ
た
も
の
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の、

本
格
的
に
は
文
久
期
の
動
向
の
な
か
で
具
体
化
が
模
索
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る。
本
書
が
注
目
し
た
の
は、
文
久
二
年(
-

八
六
二）

の
親
翰
で、

多
く
の
器
士
の
動
員
も
想
定
し
つ
つ、

百
姓
ら
の
動
員

も
視
野
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う。

こ
う
し
た
動
き
が

目
指
し
た
先
に
は、
「
藩
主
斉
泰
を
頂
点
に
重
臣
層
ら
で
構
成
さ
れ

る
海
防
方、

銃
卒
仕
立
奉
行
を
配
置
し
て
具
体
案
を
練
る
壮
猶
館、

実
際
に
現
地
で
実
施
・

監
督
を
担
う
三
州
郡
奉
行
・

遠
所
町
奉
行、

そ
し
て
財
政
面
を
担
当
す
る
算
用
場
奉
行
と
い
っ
た
体
制」
（
二
七
九

頁）

の
構
築
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る。

そ

し
て、

文
久
三
年
(
-

八
六
三）

二
月
に
は
銃
卒
制
度
の
大
網
が
告

知
さ
れ、

同
年
五
月
銃
卒
撰
方
規
則
や
各
地
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が

ら
稽
古
細
則
を
策
定
し
て
い
く。

こ
こ
で
は、
「
難
渋
の
者」

を
組

み
込
ん
で
い
く
か
ど
う
か
が
―

つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る。

ど
ち
ら
に

し
て
も、

身
分
そ
の
も
の
は
変
更
せ
ず
に
銃
卒
の
編
成
を
進
め
て
い

た
と
評
価
す
る。

さ
ら
に
本
章
で
は、

部
隊
と
し
て
の
銃
卒
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に、
身
分
的
な
こ
と
に
も
重
点
を
お
い
て
い
る。

ま
ず、

禁
門
の
変
後
の
京
都、

あ
る
い
は
長
州
征
討
な
ど
藩
外
派
出
の
銃
卒

に
つ
い
て
は、
一

時
的
に
身
分
変
更
し
て
藩
軍
事
力
の
一

部
を
構
成

し
た
と
し
た。
一

方、

水
戸
天
狗
党
西
上
の
警
備
な
ど
は、

銃
卒
で

も
身
分
変
更
し
て
お
ら
ず、

郷
土
防
衛
の
範
囲
内
で
の
扱
い
と
な
っ

た
と
評
価
す
る。

身
分
に
関
わ
る
点
は、

戊
辰
戦
争
北
越
戦
線
へ

出

兵
し
た
際
も
あ
く
ま
で
藩
直
属
の
軍
事
力
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ

た
が、

文
久
期
と
は
異
な
り、

夫
役
で
は
な
く
「
傭
兵」

的
な
側
面

が
指
摘
で
き
る
と
す
る。

第
八
章
で
は、
「
西
洋
流」

受
容
を
め
ぐ
っ
て
元
治
期
の
大
砲
隊

創
出
や
慶
応
期
の
軍
制
改
革
が
展
開
さ
れ
る。

と
く
に
慶
応
三
年

（
一

八
六
七）

三
月
京
都
か
ら
の
帰
国
後
の
藩
主
鹿
寧
の
親
翰
は、

銃
陣
編
制
の
重
要
性
を
説
き、

同
年
十
月
に
は
大
規
模
な
軍
制
改
革

が
行
わ
れ
る。

し
か
し
な
が
ら、

身
分
制
の
維
持
は
強
く、

か
な
り

形
式
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
と
改
め
て
評
価
す
る。

戊
辰
戦
争
の
と

き、

高
田
越
後
へ
の
出
兵
が
命
じ
ら
れ、

大
幅
な
編
制
の
変
更
な
ど

を
行
っ
て
い
る
と
い
う。

こ
こ
で、

薩
長
の
軍
と
と
も
に
北
越
戦
線

を
戦
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
章
に
お
い
て
指
摘

さ
れ
た
新
政
府
の
動
員
命
令
な
ど
に
よ
っ
て
劇
的
に
変
化
し
て
い
く

軍
事
編
制
な
ど
の
あ
り
方
は、

今
後
様
々
な
藩
に
お
い
て
も
見
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う。

終
章
で
は、
「
循
環
モ
デ
ル」

の
総
括
と
そ
の
限
界
も
指
摘
さ
れ

て
お
り、

藩
主
の
「
決
断」

の
あ
り
方
が
加
賀
藩
の
特
徴
と
し
て
改

め
て
提
示
さ
れ
た。

さ
ら
に
政
治
判
断
す
る
う
え
で
の
「
家
臣
団
の

衆
厳」

と
藩
主
に
よ
る
「
至
当
性」

な
ど
も
指
摘
さ
れ、
「
藩
公
謡」

と
い
う
視
点
に
つ
い
て
も
独
自
の
謡
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る。

つ
ま
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り、

藩
主
の
「
公
儀」

性
と
は、

衆
賠
と
至
当
性
を
あ
わ
せ
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
問
題
提
起
す
る。

慶
寧
の
上
洛
や
京
都
に
お
け
る

判
断
な
ど
は、

こ
う
し
た
政
治
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
と
循
環
モ
デ

ル
な
ど
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
改
め
て
提
起
し

た。

二、

若
干
の
コ
メ
ン
ト

本
書
は、

と
く
に
宮
地
正
人
氏
の
問
題
提
起
を
意
識
し
つ
つ、

地

城
史
研
究
と
通
史
と
の
関
連
を
追
究
し
な
が
ら
立
論
さ
れ
て
い
る
側

面
が
強
い。

そ
の
こ
と
が、

意
欲
的
な
著
書
を
作
成
す
る
原
動
力
と

な
っ
て
い
る。

ま
た、

幕
府
・

朝
廷
・

諸
藩
等
に
貼
ら
れ
た

ニ
ラ
ベ

リ
ン
グ
か
ら
の
解
放」
（
三
五
九
頁）
を
目
標
と
す
る
本
書
の
主
張
を、

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
い
く
の
か
が
私
自
身
に
も
問
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
感
じ、

そ
し
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た。

こ
の
よ
う
な
機
会

を
い
た
だ
き
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る。

本
書
の
意
義
は、

加
賀
藩
の
「
政
治
意
思
決
定」

に
着
目
す
る
こ

と
で、

諸
溜
と
共
通
の
幕
末
政
治
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
方
向
性
を

作
っ
た
こ
と
に
あ
る。

従
来
の
討
幕
派
の
形
成
や
政
治
主
体
論
な
ど

の
政
治
的
な
動
き
や
結
果
で
評
価
し
て
い
く
方
向
性
で
は
な
く、

そ

の
決
定
に
関
わ
る
プ
ロ
セ
ス
や
シ
ス
テ
ム
に
着
目
し
て
い
く
こ
と

で、

多
く
の
諸
藩
や
そ
の
諸
階
層
を
俎
上
に
あ
げ
て
識
論
で
き
る
も

の
に
組
み
替
え
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
本
書
の
論
述

は、
近
年
の
少
な
か
ら
ぬ
研
究
成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

評
者
も
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

ま
た、
「
政
治
意
思
決
定」

に

関
わ
る
も
の
が、

必
ず
し
も
藩
主
や
上
層
部
だ
け
な
く、

シ
ス
テ
ム

的
な
視
点
か
ら
も、
改
め
て
諸
階
層
の
人
々
の
考
え
が
反
映
す
る
「
藩

公
證」

の
あ
り
方
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認

で
き
た。

本
書
は、

討
幕
勢
力
と
し
て
結
実
し
て
い
く
こ
と
へ
の
特

殊
性
を
日
本
近
代
の
政
治
的
特
性
と
し
て
見
出
す
の
で
は
な
く、

幕

末
・

維
新
期
の
諸
藩
が
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
た
組
織
的
な
改
革
や、

激
し
く
流
動
化
し
て
い
く
政
治
状
況
に
い
か
に
「
決
断」

し
て
対
応

し
て
い
く
の
か
に
焦
点
を
据
え
た。

そ
の
こ
と
に
よ
り、

多
様
な
諸

藩
を
政
治
史
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
問
題
提
起
の

書
と
し
て、

現
在
の
研
究
潮
流
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
よ
う。

特
徴
に
つ
い
て
は、

要
約
の
と
こ
ろ
に
気
が
付
い
た
限
り
で
書
き

込
ん
で
お
い
た
の
で、

以
下
は、

若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
四
点
ほ
ど
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い。

ま
ず、

幕
末
・

維
新
期
加
賀
藩
の
「
政
治
意
思
決
定」

の
研
究
と

し
て
は、

ほ
と
ん
ど
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が、

若
干
関
心
を

持
っ
た
点
を
取
り
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば、

藩
主
に
よ
っ
て
意

思
決
定
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
(
-
―

八
5
九
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頁）。

幕
末
の
加
賀
藩
主
前
田
斉
泰
と
慶
寧
の
維
承
と
断
絶
の
鏃
論

は、

今
後
も
っ
と
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う。

と
く
に

前
田
斉
泰
は、

将
軍
家
斉
の
娘
を
正
室
に
持
ち、

四
十
五
年
と
い
う

極
め
て
長
期
に
わ
た
る
治
政
を
敷
い
て
お
り、

幕
末
期
に
お
け
る
加

賀
藩
は
斉
泰
が
作
り
上
げ
て
き
た
藩
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う。

こ
の
点
は、

今
後
十
分
な
検
討
を
要
す
る
も
の
と
思
う。

す

で
に
本
書
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が、

斉
泰
か
ら

座
寧
へ
の
移
行
は
も
っ
と
追
及
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
（
例
え
ば、

第
八
章
の
西
洋
流
受
容
に
関
す
る
点
な
ど）。

い

わ
ゆ
る
「
四
賢
侯」

と
称
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
藩
主
と
異

な
り、
長
州
藩
な
ど
の
藩
主
も
含
め
た
新
た
な
幕
末・
維
新
期
の
「
君

主」

像
の
研
究
が、
加
賀
藩
の
両
藩
主
で
は
で
き
る
よ
う
に
考
え
る。

さ
ら
に、

本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
近
習
な
ど
の
役
割
な

ど
も
視
野
に
入
れ
た
成
果
は
是
非
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る。

次
に、

本
書
で
は
文
久
期
S
慶
応
四
年
（
一

八
六
一

s一

八
六
八）

ま
で
を
―

つ
の
循
環
と
し
て
図
式
的
に
と
ら
え
て
い
る。
そ
の
た
め、

第
二
章
鳥
羽
・

伏
見
戦
争
勃
発
前
後
の、

徳
川
家
支
援
と
朝
廷
尊
崇

の
藩
是
修
正
は、

本
書
で
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
（
三
五
二
頁）
。

し
か
し
な
が
ら、

第
一

章
の
禁
門
の
変
後
の
世

嗣
鹿
寧
の
退
京
お
よ
び
一

斉
処
分
の
評
価
は、

国
許
・

京
都
関
係
や

親
翰
機
能
な
ど
の
「
限
界」
（
同
頁）

と
と
ら
え
る
の
か、

そ
れ
と

も
「
藩
存
続
の
危
機
に
際
し
て
冷
徹
か
つ
極
め
て
現
実
的
な
政
治
判

断
（
滞
存
続
を
第
一

義
と
す
る
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム）
」
（
七
二
頁）

な
の
か、

評
者
に
は
少
し
わ
か
り
に
く
か
っ
た。

個
人
的
に
は、

こ

れ
を
藩
是
・
「
藩
論」

の
修
正
・

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
と
ら
え

て
は
い
け
な
い
の
か
ど
う
か
の
識
論
が
も
っ
と
必
要
だ
と
思
わ
れ

る。

あ
る
い
は、

加
賀
藩
の
一

斉
処
分
な
ど
は、

藩
是
・
「
藩
論」

の
枠
組
み
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
何
か
ほ
か
の
分
析
軸
が
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

以
前
は
建
白
を
受
け
入
れ
て
い
た
小
川
幸
三

の
よ
う
な
人
物
を
一

掃
し
よ
う
と
す
る
の
は、

も
っ
と
様
々
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る。

諸
藩
に
お
い
て
も、

こ
の
時
期

の
藩
内
抗
争
の
激
化
と
そ
の
処
分
は
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
「
雌

攘」
「
佐
幕」

な
ど
だ
け
で
は
な
く、

も
っ
と
幅
広
い
視
野
か
ら
こ

の
問
題
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
も
の
か
と
感
じ
た。

第
三
点
と
し
て
は、

京
都
や
藩
外
活
動
に
関
わ
る
視
点
で
あ
る。

本
書
で
も、

第
五
章
で
京
都
詰
の
重
要
性
が
改
め
て
指
摘
さ
れ、

藩

の
「
政
治
意
思
決
定」

に
お
い
て
も、

重
要
な
判
断
材
料
を
提
供
し

て
い
る
と
さ
れ
る
（
二
ニ
六
頁）
。

し
か
し
な
が
ら、

幕
末
京
都
に

お
け
る
加
賀
藩
の
研
究
は
も
っ
と
深
め
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。

近
年
の
千
葉
拓
真
氏
の
一

連
の
研
究
で、

京
都
藩
邸
の
実
態
や

摂
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
い
る
が、

幕
末

に
お
い
て
は、

二
条
家
や
鷹
司
家
と
の
経
済
関
係
や
情
報
の
や
り
と
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り
な
ど
の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
こ
れ
か
ら
の
よ
う
に
思
う。

個
人

的
に
は、

京
都
・

大
坂
方
面
や
諸
藩
と
の
間
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
く
「
情
報
探
索
方」

福
岡
与
平・
小
川
幸
三・
高
木
守
衛
（
第

一

章）
の
よ
う
な
存
在
を
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い。

藩
是・
「
藩
論」

を
策
定
す
る
う
え
で
「
京
都」

が
最
重
要
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い

る
以
上、

彼
ら
の
京
都
・

大
坂
等
藩
外
の
情
報
は、

決
定
的
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る。

ま
た、

京
都
詰
家
老
に
情
報
を
も
た
ら

す
聞
番
の
情
報
と
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
入
っ
て
く
る
も
の
な
の

か
が
非
常
に
気
に
な
っ
た
（
ニ
―

九
頁）。

い
ず
れ
に
し
て
も、

直

接
f

政
治
意
思
決
定」

に
関
わ
る
上
層
部
だ
け
で
は
な
く、

様
々
な

政
治
活
動
を
展
開
す
る
加
賀
藩
士
等
の
動
き
を
も
っ
と
明
ら
か
に
す

べ

き
で
は
な
い
か
と
感
じ
た。

第
四
点
と
し
て
は、

軍
事
改
革
の
捉
え
方
で
あ
る。

第
六
章
•

第

八
章
で
は、

軍
制
を
中
心
に
据
え
て
い
る
た
め
論
じ
ら
れ
て
い
な
い

だ
け
か
も
し
れ
な
い
が、

発
機
丸
購
入
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る。

従

来
の
軍
事
・

軍
制
改
革
論
的
な
視
点
か
ら
み
れ
ば、

様
々
な
改
革
の

＿

つ
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が、

個
人
的
に
は
幕
府
の
制
度
改

編
お
よ
び
藩
の
軍
事
力
に
か
か
わ
っ
て
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
と
考

え
て
い
る。

あ
わ
せ
て、

将
軍
上
洛
と
い
う
事
態
が
諸
藩
に
与
え
た

影
嘔
も
極
め
て
大
き
い。

加
賀
藩
が
軍
艦
購
入
を
本
格
的
に
検
討
し

最
初
に
購
入
し
た
時
期
が
文
久一
一
年
(
-

八
六
二）

で
あ
る
こ
と
は、

諸
藩
の
動
向
と
一

致
し
て
い
る
（
神
谷
大
介
『
幕
末
の
海
軍
』

吉
川

弘
文
館、

二
0
一

八
年）
。

同
年
六
月
朔
日
徳
川
家
茂
は
上
洛
の
意

思
を
前
田
斉
泰
に
伝
え、

同
日
中
に
は
前
田
慶
寧
に
政
治
変
革
の
意

見
を
求
め
て
い
る。

そ
の
際
老
中
か
ら、
寛
永
以
来
「
廃
典」

と
な
っ

て
い
た
上
洛
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ、
「
従
来
之
弊
風
御
一

洗
御
武
威
被
遊
御
拡
張、

皇
国
を
世
界
第
一

之
強
国
と
被
遊
侯
御
偉

業
を
被
為
立
候
而、

上
は
天
朝
之
炭
襟
を
奉
安、

下
は
万
民
を
安
堵

為
致
度
と
の
思
召」
（
『
加
賀
藩
史
料
藩
末
篇』

上
巻、
一

九
五
八
年、

―

二
三
五
頁）

と、

徳
川
家
の
意
欲
的
な
政
治
改
革
へ
の
姿
勢
が
明

示
さ
れ
た。

同
年
六
月
十
一

日
に
は、

加
賀
藩
の
将
軍
供
奉
は
先
例

も
あ
り、

軍
艦
等
も
「
ニ・
三
艘」

程
度
必
要
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
お
り、

さ
ら
に、

小
川
幸
三
の
上
書
が
で
て
く
る
の
も
こ
の
八
月

の
こ
と
で
あ
り、

九
月
に
は
西
洋
流
の
軍
制
へ
の
取
り
組
み
も
前
進

す
る
流
れ
が
出
て
き
て
い
る
（
同
上
参
照）
。

そ
の
意
味
で
は、

こ

の
高
額
な
軍
艦
の
溝
入
は、
藩
の
海
軍
的
な
位
置
づ
け
だ
け
で
な
く、

幕
府
改
革
と
の
関
連
や
将
軍
上
洛
や
参
勤
交
代
の
緩
和、

そ
し
て
藩

内
の
政
治
改
革
・

軍
事
改
革
な
ど
を
含
め
て
考
え
る
べ

き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か。

と
く
に
文
久
二
年
か
ら
の
政
治
・

軍
事
改
革
の
活
性
化

は、

幕
府
の
動
向
と
軌
を
一

に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ、

藩
主
な
ど

藩
首
脳
陣
や
藩
内
の
「
衆
謙」

が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し、

藩

内
の
「
西
洋
流」

受
容
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
も
っ
と
明
ら
か
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に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が、
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た。

繰
り
返
し
に
な
る
が、

本
書
は、

今
後
の
幕
末
・

維
新
期
の
諸
溜
を

議
論
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
問
題
提
起
を
な
す
も
の
で、

こ
れ
を

真
摯
に
受
け
止
め
一

緒
に
蹄
論
を
作
り
上
げ
て
い
く
必
要
性
を
痛
切

に
感
じ
て
い
る。

今
後
の
著
者
の
さ
ら
な
る
成
果
に
期
待
す
る
も
の

で
あ
る。（

二
0
一
九
年
六
月
刊、

有
志
舎、

三
九
四
頁、

六
六
0
0
円
＋
税）
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