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第

二
巻

「
維

新

変

革

の

政霜

旧
史

の

方

法

へ

の

示

唆

本
巻
は
、

「Ｉ
　
幕
末
史
の
諸
問
題
」
と

「Ⅱ
　
王
政
復
古
以
後
の
諸
問
題
」

の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
た

一
六
の
論
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、　
一
九
四
三

年
か
ら

一
九
八
八
年
に
い
た
る
ま
で
の
大
変
幅
の
広
い
様
々
な
論
文
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
る
と

「維
新
変
革
の
諸
相
」
と
題
さ
れ

た
本
巻
に
は
、
第

一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「明
治
維
新
』

（初
版
、　
一
九
五

一
年
）
の
基
礎
に
な
っ
た
論
文
や

『明
治
維
新
」
の
改
訂
版

（
一
九
七
二
年
）

が
世
に
出
る
ま
で
の
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
多
く
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
は

一
九
五
八
年
刊
行
の

『明
治
維
新
史
講
座
』
所
収
の
論
文
や

「自
由

民
権
期
の
研
究
』
所
収
の

「有
司
専
制
の
成
立
」
の
よ
う
な
当
該
研
究
に
お
け

る
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
論
文
も
含
ま
れ
て
お
り
、
学
説
史
の
中
で
の
位
置

付
け
に
慎
重
を
要
す
論
文
も
多
い
。

こ
の
多
岐
に
わ
た
る
論
文
集
を
ひ
と
つ
の
論
点
で
ま
と
め
る
こ
と
は
到
底
筆

者
の
力
量
を
超
え
て
お
り
、
そ
こ
で
こ
こ
で
は
個
人
的
に
現
在
の
時
点
で
興
味

が
引
か
れ
る
点
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

本
巻
を
読
ん
で
、
ま
ず
魅
か
れ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
政
治
史
の
叙
述
の
方
法
で

あ
り
、
そ
の
中
で
の
歴
史
上
の
個
人

（人
間
）
の
描
き
方
の
問
題
で
あ
る
。
か

つ
て
遠
山
氏
の
書
か
れ
た

『
昭
和
史
」

（共
著
、
岩
波
新
書
）
を
め
ぐ

っ
て

亀
井
勝

一
郎
氏
な
ど
か
ら

『昭
和
史
』
の
な
か
に
人
間
が
描
か
れ
て
い
な
い
と

い
う
批
判
が
な
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

「昭
和
史
論
争
」
な
る
も
の
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
論
争
の
中
で
は
歴
史
学
に
お
け
る
人
間
の
描
き
方
、
文
学
と
の
方
法
論
的

な
違
い
と
い
っ
た
も
の
が
論
争
の
中
心
に
な

っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
の
点
、
歴
史
叙
述
の
中
で
人
間
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
に
つ
い
て
い
え
ば

本
巻
所
収
の

「大
久
保
利
通
」

（
『近
代
日
本
の
政
治
家
」

一
九
六
四
年
刊
）

と
い
う
、
幕
末
か
ら
明
治
政
府
の
独
裁
的
地
位
に
つ
く
ま
で

一
貫
し
て
権
力
の

座
に
あ
っ
た

一
人
の
人
物
の
生
涯
を
通
し
て
、
彼
を
と
り
ま
く
歴
史
状
況
を
描

く
と
い
う
手
法
を
と

っ
た
論
文
が
大
変
参
考
に
な
る
。

大

湖

賢

こ
の
論
文
の
最
大
の
意
図
は
、

「西
郷
や
木
戸
に
代
表
さ
れ
る
政
治
家
コ
ー

ス
、
そ
れ
に
対
照
的
な
大
久
保
に
代
表
さ
れ
る
が
、
明
治
維
新
政
治
史
の
上
で
、

ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
を
考
え
て
」
み
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

（三

一
四
頁
）
。

こ
の
論
文
で
遠
山
氏
は
、
大
久
保
の
性
格
を

「性
沈
重
謹
慎
、
識
見
は
堅
実
で

漸
進
、
難
に
処
し
て
勇
断
」

（三
五
八
頁
）
で
あ
り
、

「現
実
性
と
妥
協
性
」

を
身
に
つ
け

「最
善
が
だ
め
な
ら
次
善
、
次
善
も
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま

た
次
善
、
漸
を
も

っ
て
進
む
」
と
評
し
、
そ
れ
は
彼
が

「官
僚
政
治
家
で
あ
る

こ
と
か
ら
育
成
」
さ
れ
た
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
末
の
薩
摩
藩
に
お
い
て
は

在
野
派
が
権
力
を
奪
取
す
る
と
い
う
可
能
性
が
乏
し
く
そ
の
中
で
自
分
の
才
能

を
発
揮
す
る
に
は

「権
力
機
構
内
部
に
入

っ
て
、
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
意
見

を
実
行
す
る
ほ
か
」
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た

一
方
で
大
久
保

は

「国
の
富
強
の
基
礎
で
あ
る
民
心
の
開
明
と
人
民
生
活
の
安
寧
と
を
も

っ
て

語
る
啓
蒙
政
治
家
で
あ
っ
た
」

（
三

一
六
頁
）
が
そ
れ
は
民
衆
が
ま
だ
独
自
の

政
治
主
張
と
そ
れ
を
達
成
す
る
政
治
勢
力
と
を
結
成
し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
こ

そ
可
能
で
あ

っ
た
の
だ
と
、
彼
の
生
き
た
そ
の
時
代
性
と
予
想
さ
れ
る
限
界
性

を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
行
動
様
式

（廃
藩
置
県
時
の
ク
ー
デ
タ
ー
、
筆
者
注
）
は
、
彼
を
冷

徹
剛
毅
な
専
制
政
治
家
と
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
個
性
的
な
性
格

か
ら
出
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
明
治
維
新
と
彼
の
立
場
の
特
質
の

所
産
で
あ

っ
た
と
考
う
べ
き
だ
ろ
う
。
国
内
的
必
然
性
―
―
封

建

制

の
矛

盾

―
―
―
が
充
分
熟
成
し
た
上
で
起
こ
っ
た
、
下
か
ら
の
革
命
の
場
合
で
あ

れ
ば
、
破
壊
と
建
設
と
の
方
向
は
手
さ
ぐ
り
で
探
し
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

多
種
な
政
治
勢
力
が
、
そ
の
基
盤
と
す
る
階
級

・
階
層
の
利
益
を
反
映
し
な

が
ら
、
多
様
な
革
命
路
線
を
主
張
し
あ
い
、
そ
の
相
互
の
対
立
葛
藤
の
過
程

歴
史
の
発
展
方
向
が
創
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治

国
内
的
必
然
性
の
充
分
成
熟
す
る
時
機
を
ま
た
ず
に
、
外
圧
に
よ

維 を
新 ヘ

は て
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っ
て
促
進
さ
れ
て
早
産
を
見
た
、
上
か
ら
の
革
命

―
―
―
封
建
支
配
者
内
部

の
開
明
分
子
の
指
導
す
る

―
―

で
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
、
改
革
路
線
は
、

国
内
諸
階
級

・
諸
階
層
の
利
益
の
対
抗
か
ら
規
定
さ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

外
圧
か
ら
規
定
さ
れ
る
力
の
方
が
大
き
い
。
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
特
徴
が

生
れ
る
。
諸
政
治
勢
力
が
主
張
す
る
政
治
路
線
の
対
立
の
幅
は
き
わ
め
て
せ

ま
い
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
を
倒
し
た
の
ち
、
い
か
な
る
新
国
家
を
建
設
す
る

か
、
そ
の
基
本
方
針
は
、
外
圧
に
対
抗
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
規
定
さ
れ

た
、
選
択
の
余
地
の
な
い
既
定
の
も
の
と
し
て
、
政
治
指
導
者
に
は
意
識
さ

れ
て
い
た
。
　
曾
〓
一四
頁
）

こ
の
指
摘
に
は
、
後
進
国
家
の
政
治
家
の
直
面
し
た
悲
劇
が
見
事
に
表
現
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
基
盤
の
う
え
で
大
久
保
と
い
う
個
性
も
開
花
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

歴
史
叙
述
で
は
な
い
が
、
歴
史
上
の
人
物
の
政
治
表
現
を
描
い
て
い
く
方
法

論

（政
治
史
）
と
し
て
参
考
に
な
る
の
が
本
巻
所
収
の
論
文
で
あ
る

「有
司
専

制
の
成
立
」

（
『自
由
民
権
期
の
研
究
」
第

一
巻
、　
一
九
五
九
年
）
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
自
由
民
権
派
に
よ
っ
て
藩
閥
政
権

。
大
久
保

「独
裁
」
政

権
と
批
判
さ
れ
た
初
期
明
治
政
権
の
性
格
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は

「政
治
的
対
立
を
規
定
す
る
も
の
は
、　
一
定
の
政
治
課
題
に
対
す
る
解
決
コ

ー
ス
の
対
立
」
で
あ
り
、

「政
治
課
題
と
そ
の
解
決
の
コ
ー
ス
の
如
何
を
提
起

す
る
も
の
は
、
社
会
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
階
級
対
立
で
あ
る
。
し

か
し
階
級
対
立
が
直
線
的
に
政
治
対
立
に
な
る
の
で
は
な
い
。
様
々
な
政
治
勢

力
の
連
合
と
対
立
が
、
そ
れ
ぞ
れ
政
治
コ
ー
ス
を
担
う
も
の
と
し
て
、
政
治
舞

台
に
登
場
す
る
個
々
の
政
治
勢
力
、
そ
の
間
の
連
合
対
立
関
係
を
構
成
す
る
条

件
は
、
基
底
的
に
階
級
対
立
に
も
と
づ
く
も
の
と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的

要
素
が
そ
の
媒
介
と
し
て
働
く
」

（
二
四
八
頁
）
と
し
て
、
階
級
対
立
の
基
底

性
を
大
事
に
し
つ
つ
政
治
分
析
と
し
て
は
、
他
の
要
素
の
分
析
の
大
事
さ
を
強

調
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
手
法
で
具
体
的
に
明
治
初
年
の
政
治
過
程
を
分
析
し
て
み
る
。
明

治
元
年
ま
で
の
大
政
奉
還
運
動
コ
ー
ス
と
倒
幕
運
動
コ
ー
ス
が
曖
味
に
さ
れ
て

以
後
、
明
治
六
年
の
征
韓
論
に
よ
っ
て
初
め
て
政
策
論
争
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

動
き
に
対
し
て
政
府
以
外
か
ら
は
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
き
別
の
具
体
的
改
革

路
線
は
提
唱
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め

「政
府
の
提
出
す
る
政
治
課
題
と
政
治
コ
ー

ス
が
唯

一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
唯

一
の
も
の
を
ど
の
政
治
勢
力
の
手
で
実
現

す
る
か
、
そ
れ
が
明
治
初
年
の
政
治
対
立
の
内
容
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は

藩
閥
構
想
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

（
二
五
〇
頁
）
。

こ
の
分
析
の
中
に
は
文
学
的
な
意
味
あ
い
で
個
人
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
分
析
を
抜
き
に
政
治
史
に

お
け
る
人
間
を
描
い
て
い
く
な
ら
ば
、
西
郷
や
木
戸
や
大
久
保
の
苦
悩
は
そ
の

時
代
性
や
個
人
の
置
か
れ
た
地
位
か
ら
遊
離
し
た
も
の
と
し
て
し
か
叙
述
さ
れ

な
い
し
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

「昭
和
史
論
争
」
の
時
に
提
起

さ
れ
た
歴
史
学
と
文
学
の
分
析
手
法
の
違
い
は
す
で
に
常
識
と
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
に
な

っ
て
も
例
え
ば
歴
史
か
ら
現
代
企
業
家
や

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
会
社
社
会
に
お
け
る
生
き
方
や
教
訓
を
与
え
よ
う
と
す
る
数

々
の
雑
誌
や
多
く
の
歴
史
物
と
呼
ば
れ
る
書
物
の
多
く
は
、
依
然
そ
の
よ
う
な

描
き
方
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
示
唆
的
で
あ

っ
た
の
は
横
浜
と
い
う
土
地
の
歴
史
性
の
捉
え
方
で

あ
る
。
論
文

「日
本
近
代
国
家
形
成
の
国
際
的
条
件

。
国
内
的
条
件
」

（全
国

歴
史
教
育
研
究
協
議
会

「全
歴
研
紀
要
」

一
九
八
八
年
）
の
中
で
横
浜
開
港
当

初
の
非
特
権
的
中
小
商
人
達
が
本
来
は
、
前
期
的
商
業
高
利
貸
資
本
家
で
あ
り
、

近
代
的
産
業
資
本
創
出
の
主
役
と
な
り
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
福
沢
諭
吉
の

影
響
を
受
け
た
早
矢
仕
有
的
を
例
に
し
て
横
浜
商
人
の
特
性
が

「日
本
人
た
る

者
は
不
軽
自
由
の
気
象
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、

（中
略
）
こ
れ
か
ら
の
日

本
を
支
え
る
者
だ
と
い
う
自
覚
を
も
つ
こ
と
」

（
二

一
五
頁
）
だ
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
横
浜
商
人
の
気
質

・
思
想
が
い
ち
早
く
自
由
民
権
運
動
思

想
を
受
け
入
れ
る
地
盤
に
な

っ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
興
味
深
い
分
析
は
、
こ
う
し
た
横
浜
商
人
の
先
進
的
役
割
は
、
ほ
ぼ

一
八
八
〇
年
代
に
終
わ
り
、

「そ
れ
は
同
時
に
、
横
浜
が
最
大
の
貿
易
港
で
あ

り
、
欧
米
文
化
流
入
の
窓
口
で
あ
る
位
置
が
失
わ
れ
は
じ
め
た
時
」
で
あ
り
、

「文
化
で
い
え
ば
、
横
浜
は
欧
米
文
化
の
た
ん
な
る
通
過
点
に
と
ど
ま
り
、
根

づ
く
の
は
首
都
で
あ
る
東
京
が
中
心
と
な
る
」

（二

一
六
頁
）
。
そ
の
理
由
は
、

/
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政
府
の
軍
国
主
義
的
外
交
政
策
、
政
府
の
大
資
本
擁
護
の
金
融
政
策
下
に
あ

っ

て
国
の
権
限
の
も
と
で
港
湾
施
設
の
拡
充
や
政
府
の
金
の
引
き
出
し
を
行
う
こ

と
が
横
浜
の
経
済
発
展
の
鍵
と
な
る
。
そ
の
た
め

「日
本
の
経
済
構
造
が
固
ま

る
に
し
た
が
っ
て
非
特
権
的
中
小
資
本
の
自
由
な
活
動
が
で
き
る
余
地
が
せ
ば

め
ら
れ
、
政
府
と
関
係
の
強
い
政
商
的

・
財
閥
的
大
資
本
の
支
配
下
に
組
入
れ

ら
れ
」
た
か
ら
だ
と
い
う
。

横
浜

・
川
崎
地
域
、
す
な
わ
ち
京
浜
地
域
が
明
治
後
半

・
大
正
期
に
入
り
、

本
格
的
な
工
業
化
を
迎
え
る
と
き
に

「帝
都
の
入
り
口
」
と
し
て
地
位
を
確
保

す
る
こ
と
が
第

一
の
主
眼
に
さ
れ
る
こ
と
は
最
近
の
研
究
会
に
お
い
て
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
京
浜
と
い
う
土
地
の
持

つ
特
殊
性
を
考
え
る
た
め
の
示
唆
と
し

て
遠
山
氏
の
分
析
の
是
非
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
活
動
の
中
で
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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