
日
本
の
時
代
史
　
２０

井
上
勲
編

『開
国
と
幕
末
の
動
乱
』

鈴

木

由

子

「明
治
維
新
と
は

一
八
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
至
る
間
に
生
じ
た
社
会

変
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
が
国
際
社
会

（主
権
国
家
に
よ
り
構
成
）
に
編
入

さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
、
こ
の
社
会
変
動

は
日
本
の
意
思
と
は
無
関
係
に
進
行
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
、
日
本
は
た
と
え

不
平
等
で
あ
る
と
は
い
え
、
国
際
社
会
の
秩
序
に
編
入
さ
れ
た
。

一
方
国
内
で
は
幕
府
支
配
の
正
当
性
を
ゆ
る
が
す
問
題
が
山
積
し
て
い
た
。

そ
の
混
乱
期
に
幕
政
を
立
て
直
す
べ
く
大
老
職
に
就
い
た
の
が
井
伊
直
弼
で
あ

っ
た
が
、
彼
の
暗
殺
後
、
幕
府
は
そ
の
強
権
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
幕

府
の
権
威
は

一
気
に
下
り
坂
に
な

っ
た
。
反
対
に
朝
廷
の
政
治
的
意
味
が
強
く

な
り
、
「玉
」
を
手
に
入
れ
る
の
は
誰
か
が
争
点
と
な
る
。

結
局
幕
府
は
崩
壊
し
、
あ
わ
せ
て
朝
廷
の
秩
序
も
解
体
さ
れ
る
。
そ
し
て
日

本
は
新
し
い
朝
廷
を
頂
点
と
す
る
近
代
国
家
に
変
貌
し
た
。

Ｉ

「動
乱
の
中
の
信
仰
」
（宮
崎
ふ
み
子
）

政
治

。
経
済

。
社
会
制
度
の
機
能
不
全
、
治
安
の
悪
化
、
天
災
、
疫
病
な
ど

の
混
乱
に
よ
り
、
民
衆
の
間
に
世
直
し
願
望
が
広
ま

っ
た
。
そ
う
い
っ
た
民
衆

の
要
求
を
基
盤
と
し
て
い
く
つ
か
の
宗
教
団
体
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
団
体
や
そ
の
指
導
者
が
政
治
に
接
近
す
る
に
あ
た
り
、
果

た
し
て
民
衆
の
意
向
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

彼
ら
が
朝
廷
や
天
皇
を
ど
う
位
置
付
け
た
の
か
。
こ
れ
ら
が
問
題
で
あ
る
。

Ｉ

「動
乱
の
時
代
の
文
化
表
現
」
（延
広
真
治
）

文
久
年
間
の
文
化
現
象
と
し
て
、
三
遊
亭
円
朝

（
一
人
三
九
～

一
九
〇
〇
）

の

「怪
談
牡
丹
灯
籠
」
と

「鰍
沢
」
を
取
り
上
げ
る
。

「怪
談
牡
丹
灯
籠
」
は
お
札
は
が
し
諄
の
代
表
で
あ
る
。
お
札
は
が
し
諄
と

非
お
札
は
が
し
諄
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
成
立
ち
を
検
討
し

て
い
る
。
「鰍
沢
」
は
三
題
咄
の
傑
作
で
あ
り
後
の
落
語
、
歌
舞
伎
、
講
談
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
で
あ
る
。

円
朝
の
話
芸
は
速
記
と
い
う
手
段
に
よ
り
今
日
ま
で
伝
わ
り
、
現
代
の
芸
能

に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

Ⅲ

「
『武
成
』
の
国
　
異
文
化
認
識
と
自
国
認
識
」
（池
内
敏
）

前
近
代
に
お
い
て
、
外
国
に
対
す
る

「武
威
」
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
近
代
以
降
の
対
外
侵
略
に
ど
の
よ
う

に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
外
交
体
制
は
、
近
現
代
の
よ
う
な
建
前
上
は
平
等
な

主
権
国
家
間
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
で
、
国
家
主
権
者
の
呼

称
、
日
朝
関
係
、
漂
流
民
問
題
を
通
じ
、
日
本
の
為
政
者
や

一
般
の
武
士

・
民

衆
は
ど
の
よ
う
な
異
国
認
識
を
持

っ
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｖ

「徳
川
の
遺
臣
　
そ
の
行
動
と
倫
理
」
（井
上
勲
）

「遺
臣
」
と
は
、
前
王
朝
の
臣
で
新
王
朝
に
生
き
る
者
で
あ
る
と
い
う
定
義

に
従
う
と
す
れ
ば
、
王
朝
で
は
な
い
幕
府
が
瓦
解
し
て
も

「徳
川
の
遺
臣
」
は

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
幕
府
に
備
わ
る
王
朝
的
性
格
を
挙

げ
て
そ
こ
に

「遺
臣
」
の
存
在
を
認
め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
キ
リ
ス
ト
者
、

新
政
府
関
係
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
道
に
進
ん
だ
彼
ら
の
生
き
方
を
な
ぞ
る
。

Ｖ

「明
治
維
新
と
ア
ジ
ア
の
変
革
」
（山
室
信

一
）

明
治
維
新
と
い
う
変
革
運
動
が
ア
ジ
ア
諸
国
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

の
か
を
、
海
外
か
ら
の
視
点
で
見
直
す
。

一
九
世
紀
、
西
洋
化
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
飲
み
込

ん
だ
が
、
日
本
の
明
治
維
新
は
そ
れ
ら
の
国
々
に
と

っ
て
の
先
例
と
な

っ
た
。

そ
の
な
か
で
も
清
朝
の
変
革
運
動
と
辛
亥
革
命
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
運
動

に
お
い
て
明
治
維
新
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
思
想
や
学
問
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
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ま
と
め
と
感
想

最
後
に
こ
の
巻
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
何
点
か
述
べ
る
。
「史
実
を
客
観

的
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
。
特
に
現
在
生
き
て
い
る
我
々
に
近
け
れ
ば

近
い
ほ
ど
。
こ
れ
が
現
在
の
心
境
で
あ
る
。

①
　
価
値
観
を
伴

っ
た
用
語

一
般
的
に

「幕
末
」
を
連
想
さ
せ
る
語
句
に
は
、
他
の
時
代
と
比
較
し
て
後

世
の
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
こ
の
時
代
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。

た
と
え
ば

「官
軍
」
「賊
軍
」
で
あ
る
。
朝
廷
に
弓
を
引
こ
う
と
し
た
者
、

つ
ま
り

「賊
軍
」
が
は
た
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
将
軍
継
嗣
問
題
に

お
け
る
南
紀
派
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
「尊
皇
攘
夷
」
。
「勤
皇
」
と

「左
幕
」
は
対
立
概
念
と
し
て
使
わ
れ

る
場
合
が
あ
る
。
幕
府
側
の
考
え
も
基
本
的
に
は

「尊
皇
攘
夷
」
で
あ
り
、
左

幕
派
も
討
幕
派
同
様

「勤
皇
」
で
あ

っ
た
。
左
幕
対
勤
皇
と
い
う
対
立
構
造
は

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

②
　
戊
辰
戦
争

大
政
奉
還
が
慶
応
三
年
、
王
政
復
古
後

一
二
月
八
日
に
は
将
軍
職
が
廃
止
さ

れ
て
い
る
。
翌
年
二
月
、
慶
喜
は
寛
永
寺
に
入
り
、
閏
四
月
に
は
家
達
が
駿
河

府
中
七
〇
万
石
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
「恭
順
」
し
て
い
る
者
を
な
ぜ

「追
討
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
争
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の

「敵
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
や
、
戦
争
は
終
わ
ら
せ
方
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
は
今
も
変
わ
ら
な

③
　
シ
ン
ボ
ル
的
で
あ
っ
え
も
の
が
政
治
性
を
持
つ
こ
と

幕
末
期
に
は
今
ま
で
実
体
が
な
く
格
式
や
名
誉
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の

が
政
治
動
向
と
結
び
つ
い
て
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「武
威
」

と

「官
位
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
平
和
な
時
代
に
は
た
だ
漠
然
と
認
識
し
て
い
れ

ば
よ
か
っ
た

「武
威
」
が
、
戦
争
の
危
機
に
現
実
と
し
て
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

っ
た
時
、
「武
力
」
と
し
て
具
体
的
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な

っ
た
。
ま
た
、
家
格
で
あ

っ
た
官
位
が
、
幕
府
の
弱
体
化
と
朝
廷
の
政
治

化
に
よ
り
天
皇
と
の
君
臣
関
係
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
き
た
。

時
代
の
変
革
に
伴
う
価
値
観
の
変
化
は
こ
の
よ
う
な
形
で
も
現
れ
て
く
る
。

そ
れ
を
巧
み
に
利
用
す
る
者
と
そ
れ
が
た
め
に
苦
悩
す
る
者
。
動
乱
期
の
人
間

模
様
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。

④
　
ア
ジ
ア
か
ら
の
目

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
日
本
の
立
場
は
微
妙
で
あ
る
と
言
わ

ぎ
る
を
得
な
い
。
改
革
を
進
め
、
近
代
以
降
の
欧
米
中
心
の
世
界
で
そ
れ
ら
の

国
々
と
何
と
か
対
等
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
日
本
に
対
す
る
彼
ら
の

視
点
。
反
対
に
後
の
日
本
の
大
陸
進
出
に
対
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
。
ど
ち

ら
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

敗
戦
か
ら
し
ば
ら
く
、
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
は
ば
か
ら
れ
た
時
代

は
も
う
終
わ
っ
た
。
客
観
的
な
判
断
に
基
づ
い
た
視
点
を
持
つ
こ
と
。
敗
者
側

に
と

っ
て
も
、
被
害
者
側
に
と

っ
て
も
た
い
へ
ん
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

最
重
要
課
題
で
あ
る
。
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