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研
究

へ
の
方

法

的

示
唆

本
巻
に
は
、

「明
治
維
新
』

（旧
版
）
と
六
つ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

遠
山
茂
樹
氏

（以
下
、
著
者
と
い
う
）
の
明
治
維
新
史
に
つ
い
て
の
考
え
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
我
々
が
明
治
維
新
史
を
研
究
す
る
際
に
、
遠

山
史
学
は
い
か
な
る
方
法
的
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
以
下
の
点
に
注
目
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
に
お
け
る
国
内
的
条
件
と
国
際
的
条
件
、
お
よ
び
幕
港

制
か
ら
明
治
国
家

へ
と
い
た
る
統
治
形
態
の
変
化
の
問
題
、
さ
ら
に
明
治
維
新

に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
制
力
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
注
目
す

る
の
は
、
そ
れ
が
明
治
維
新
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
考
え
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

先
ず
、
著
者
は
、
国
際
的
条
件
す
な
わ
ち
外
的
条
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

「単
に
外
的
条
件
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
は
内
的
条
件
と
の

統

一
と
し
て
、
は
じ
め
て
具
体
的
な
歴
史
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

（
二
九

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
る
こ
と
は
、
明
治
維
新
の
国
内
的
条
件
と

国
際
的
条
件
と
は
、
常
に
そ
の
統

一
的
把
握
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。　
一
方
に
の
み
維
新
の
要
因
を
帰
す
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

両
者
の
関
連
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
内
的
条
件
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
、

「ペ
リ
ー
来
航
当
時
、
幕
府

・
諸
藩
の
支
配
力
は
、
す

で
に
崩
壊
の
過
程
に
あ

っ
た
。
列
国
の
開
国
要
求
と
貿
易
の
影
響
は
、
崩
壊
を

促
進
し
た
。
」

（
三
二
七
頁
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
国
内
的
条
件
の
重
要
な
要

因
で
あ
る
幕
末
に
お
け
る
民
衆
の
関
争
に
つ
い
て
、

「
こ
の
民
衆
の
闘
争
は
、

幕
府

・
諸
藩
の
支
配
の
崩
壊
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
も
し
外
国
と

の
戦
争
と
な
れ
ば
、
民
衆
が
そ
の
機
会
に
蜂
起
し
、
将
軍
と
大
名
の
支
配
は
根

底
か
ら
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
脅
威
を
武
士
階
級
に
あ
た
え
、
彼
ら
を
封
建

支
配
の
改
革
に
お
も
む
か
せ
た
。
」

（
三
二
八
頁
）
と
す
る
。
ま
た
、
こ
う
し

た
民
衆
闘
争
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
、

「封
建
支
配
者
は
、　
一
揆

松

田

隆

―
―

下
か
ら
の
革
命

‐―
―
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
、
内
輪
争
を
停
止
す
べ
く
、

（中
略
）
上
か
ら
の
改
革

（絶
対
主
義
）
の
目
途
を
は
っ
き
り
見
定
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
倒
幕
派
の
主
張
が
、
中
央
政
局
を
リ
ー
ド
す
る
政
治
綱
領
と
な
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
時
以
後
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
幕
府
の
権
力
を

除
去
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
封
建
支
配
の
再
建
が
不
可
能
で
あ
る
事
実
を
、
全

封
建
支
配
者
の
政
治
意
識
に
ま
で
の
ぼ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
意
味
し

た
。
」

（
二
四
八
頁
）
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
民
衆
闘
争

の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
幕
府
の
権
力
の
除
去
の
問
題
が

い
か
に
し
て
日
程
に
の
ぼ
っ
て
き
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

統
治
形
態
の
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
が
示
唆
的
で
あ
る
。
明

治
維
新
の
過
程
に
お
い
て
は
、
王
政
復
古
、
版
籍
奉
還
、
廃
落
置
県
と
幕
藩
体

制
の
大
改
革
が

一
気
に
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
、
幕
藩

制
の
特
質
が
存
在
し
た
の
だ
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「幕
藩
制

の
特
質
は
、
封
建
制
の
危
機
が
深
ま
る
と
、
幕
府

・
藩
の
領
主
権
が
そ
れ
に
対

抗
で
き
る
だ
け
の
強
固
さ
を
も
ち
え
な
い
仕
組
で
あ
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
幕

府
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「将
軍
の
統
制
に
服
す
る
諸
藩
が
協
力
す
る
体
制
が
安

泰
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
幕
府
の
領
主
権
は
安
定
で
き
る
」
の
で
あ
る
し
、　
一

方
で
藩
も
、

「藩
の
存
立
も
ま
た
、
幕
府
の
支
配
に
依
存
す
る
こ
と
で
成
り
立

っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「将
軍

。
大
名
の
家
臣
の
大
部
分
は
、
土

地
と
人
民
を
支
配
す
る
知
行
地
を
も

っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
俸
禄
を
支
給
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
将
軍

・
大
名

へ
の
寄
生
的
性
質
が
強
か
っ
た
」
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
こ
う
し
た
特
質
の
上
に
、
幕
府

・
諸
藩
の
財
政
の
極
度
の

窮
乏
と
い
う
条
件
が
加
わ
る
と
、
幕
府
が
倒
れ
て
も
、
各
藩
は
割
拠
自
立
す
る

方
向
に
向
わ
ず
、
将
軍
に
代
わ
っ
て
天
皇
を
す
え
た
統

一
的
支
配
体
制
の
再
建

に
協
力
す
る
態
勢
が
大
名
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
。
そ
し
て
藩
の
借
金
を
新
し
い

政
府
が
肩
替
り
し
、
公
債
支
給
に
よ

っ
て
大
名
と
上
級
落
士
の
利
益
が
保
障
さ

一
■
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れ
る
見
と
お
し
が
つ
く
と
、
た
ち
ま
ち
藩
制
度
の
廃
止
を
受
諾
し
た
の
で
あ
る
。

統

一
国
家
の
樹
立
は
早
熟
的
に
実
現
し
た
」

（
三
三
〇
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
幕
藩
制
か
ら
明
治
国
家

へ
の
移
行
に
お
け
る
直
接
は
目
に
見
え
な
い
そ

の
論
理
構
造
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
統
治
形
態
の

問
題
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
指
摘
を
行

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、

「支
配
者
が
意
識
的
に
計
画
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
体
制
の
移
植
を
試
み
る
場

合
、
現
実
の
階
級
関
係

・
権
力
構
造
と
、
新
し
く
作
ら
れ
る
経
済
制
度

・
政
治

制
度
の
創
定
意
図
、
そ
れ
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
制
度
そ
れ
自
体
の
中
身
と
、

お
よ
び

一
旦
成
立
し
た
そ
の
制
度
が
促
進
す
る
階
級
関
係

・
権
力
構
造
の
変
化

と
、
こ
れ
ら
の
間
に
は
、
ず
れ
と
影
響
し
あ
い
の
、
複
雑
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
関
係
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
制
度
の
実
現
の
役
割
如
何
を
規
定
す
る
の
は
、

民
衆
の
は
た
ら
き
か
け
、
階
級
闘
争
で
あ
る
。
」

（
二
九
七
～
二
九
八
頁
）
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
体
制
が
制
度
的
に
確
立
す
れ
ば
、
そ

の
創
定
意
図
通
り
に
全
て
こ
と
が
運
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
創
定
意
図
と
制

度
そ
れ
自
体
、
お
よ
び
そ
れ
が
促
進
す
る
階
級
関
係

・
権
力
構
造
の
変
化
と
の

間
に
は
、
ず
れ
と
相
互
作
用
と
い
う
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我

々
は
、
こ
の
点
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
分
析
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
明
治
維
新
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
定
力
の
問
題
を
尊
王
攘
夷

論
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
以
下
の
点
が
示
唆
的
で
あ
る
。
著
者
は
、
水
戸
学

的
尊
王
攘
夷
論
に
つ
い
て
、

「封
建
制
の
危
機
を
鋭
く
知
覚
し
、
そ
の
打
開
が

熱
烈
に
志
向
さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
包
蔵
さ
れ
る
現
状
改
革
論
が
、
結
局
尊
王
を

実
現
し
、
攘
夷
を
断
行
す
る
目
的
に
従
属
せ
じ
め
ら
れ
て
受
け
取
ら
れ
た
時
、

忠
道
徳
を
振
起
し
、
士
気
を
振
粛
す
る
方
策
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
、

一
切
の
政
治
改
革
論
を
封
建
制
の
枠
内
に
自
党
的
に
閉
じ
込
め
る
働
を
な
し
た
。

幕
末
政
争
の
進
行
し
た
後
年
に
な

っ
て
も
、
明
治
維
新
の
日
標
が
専
ら
王
政
復

古
、
攘
夷
親
征
と
し
か
意
識
さ
れ
ず
、
絶
対
主
義
的
改
革
の
方
向
す
ら
が
容
易

に
自
覚
さ
れ
ず
、
政
争
が
必
要
以
上
の
紆
余
曲
折
、
混
迷
す
る
に
至

っ
た
思
想

的
理
由
は
、
実
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
」

（三
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
尊
王
懐
夷
思
想
の
論
理
構
造
が
政
治
改
革
論
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
幕
末
の
政
争
の
混
迷
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、

「攘
夷
か
ら
開
国

へ
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
海
外
雄
飛
論

・
富
国
強
兵
論
と

一
応
形
を
変
え
つ
つ
、
し
か
も

そ
の
核
心
に
相
変
ら
ず
維
持
し
続
け
ら
れ
た
攘
夷
意
識
は
、　
一
面
で
は
列
国

外
交
団
と
露
骨
な
相
互
依
存
関
係
を
結
び
な
が
ら
、
他
面
で
は
西
力
東
漸

・
万

国
対
崎
の

「宇
内
の
大
勢
」
下
に
、

「海
外
万
国
と
並
立
」
す
べ
き

「皇
国
の

保
護
」
の
必
要
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
権
力
の
崩
壊
の
阻
上
、

否
逆
に
そ
の
集
中
化
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
上
か
ら
改
革
の
体
制

（絶
対
主
義
）
形
成
の
速
度

が
、
下
か
ら
の
改
革

（ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
）
の
成
熟
の
速
度
を
は
る

か
に
追
い
越
し
た
要
因
で
あ
る
と
し
て
い
る

（九
二
頁
）
。
こ
こ
で
も
、
明
治

維
新
の
過
程
を
貫
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
制
力
が
、
政
治
史
の
展
開
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
、
思
想
そ
の
も

の
の
構
造
と
そ
の
政
治
史
の
展
開
と
の
統

一
的
把
握
は
、
政
治
史
に
お
け
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
制
力
を
解
明
す
る
際
に
、
非
常
に
示
唆
的
な
点
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

以
上
、
筆
者
の
非
力
か
ら
、
本
巻
の
与
え
て
く
れ
る
明
治
維
新
史
を
把
握
す

る
際
の
方
法
的
示
唆
を
う
ま
く
す
く
い
と
れ
た
か
心
許
無
い
が
、
本
巻
は
、
い

か
に
年
月
が
経
過
し
て
も
、
明
治
維
新
史
研
究
を
志
す
者
は
必
ず
熟
読
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

-4-


