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幕
末
維
新
期
に
お
け
る
思
想
の
政
治
的
意
義

―
公
議
輿
論
と
尊
王
攘
夷
の
思
想
変
遷
を
追
っ
て
―

総

合

政

策

学

部

四

年

長

岡

悠

太

は
じ
め
に

一
、

国

学

と

水

戸

学

か

ら

見

る

思

想

背

景

 

ニ

、

幕

末

に

お

け

る

思

想

の

変

遷

 

三

、

明

治

に

至

る

思

想

の

帰

着

 

お

わ

り

に

は
じ
め
に

明

治

維

新

を

政

治

的

変

動

に

焦

点

を

当

て

て

解

釈

す

る

研

究

は

既

に

多

く

 

存

在

し

て

い

る

。

政

治

的

主

張

の

対

立

や

政

局

の

動

向

が

変

革

の

主

た

る

要

 

因

で

あ

っ

た

の

は
確
か
で
は
あ
る
が
一
、

約

ニ

六

〇

年

に

亘

る

統

治

に

よ

り

 

普

遍

的

な

存

在

と

化

し

て

い

た

幕

府

を

否

定

し

て

、
新

た

な
国
家
体
制
を
創
 

造

す

る

と

い

ぅ

大

規

模

な

国

体

の

変

革

を

説

明

す

る

に

は

政

治

的

側

面

だ

け

 

で
は
不
十
分

で

あ

る

。

そ
こ
で

は

、

政

局

の

推

移

だ

け

で

は

な

く

、
常
識
を
 

打

ち

壊

す

こ

と

に

よ

つ

て

体

制

の

変

革

を

認

識

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

、
思
 

想

的

変

革

が

必

要

と

な

る

。
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」

の
二
つ
の
思
想
 

が

目

指

す

べ

き

「
正

義

」

と

し

て

掲

げ

ら

れ

、
幕

末
の
変
革
の
原
動
力
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
一
一
。

五

箇

条

の

御

誓

文

に

て

「
広
ク
会
議
ヲ
起
コ
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ペ
シ
」
と
 

あ

る

よ

う

に

三
、

「
公

議

輿

論

」

の

理

念

は

新

政

府

の

基

本

方

針

と

し

て

明
確
 

に

継

承

さ

れ

て

い

た

。

一

方

の

「
尊

王

攘

夷

」

は
、

明
治
以
降
言
葉
と
し
て
 

歴

史

の

表

舞

台

に

登

場

す

る

こ

と

は

な

い

。

し
か
し
、
政
府
の
進
め
た
富
国
 

強

兵

政

策

と

そ

の

先

の

日

清

•
日

露

戦

争

の

勝

利

か

ら

、

国
家
の
独
立
を
維
 

持

す

る

と

い

う

思

想

が

形

を

変

え

て

残

つ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

 

れ

る

。
「
公

議

輿

論

」

と

「
尊

王

攘

夷

」

の
思
想
は
幕
末
維
新
期
に
広
く
語
ら
れ
 

た

理

念

で

あ

る

が

、
幕

末

で

は

、

倒

幕

派

の

み

で

は

な

く

幕

府

も

「
公
議
輿
 

論

」

と

「
尊

王

攘

夷

」

を

国

家

の

政

治

的

目

標

と

認

識

し

て

い

た

。

倒
幕
佐
 

幕

問

わ

ず

「
有

志

」

の
人
々
が
共
通
し
て
抱
い
て
い
た
理
念
で
あ
る
に
も
か
 

か

わ

ら

ず

、
新

政

府

が

幕

府

の

存

在

を

否

定

し

て

倒

幕

に

至

っ

た

こ

と

の

原

 

因

に

は

単

な

る

政

治

上

の

勝

敗

だ

け

で

は

な

く

、

理
念
の
実
現
の
方
法
や
理
 

念

の

解

釈

に

差

異

と

変

化

が

あ

っ

た

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

思
想
の
扱
 

い

方

の

変

遷

に

よ

っ

て

政

治

関

係

者

の

と

り

得

る

姿

勢

が

変

化

し

、

政
権
の
 

正

統

性

を

幕

府

よ

り

奪

い

、
倒
幕
に
至
る
こ
と
が

可

能

と

な

っ

た

の

で

は

な

 

い

だ

ろ

う

か
。

本

研

究

で

は

、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」

の
思
想
変
遷
を
、
そ
の
起
 

源

で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

国

学

と

水

戸

学

に

お

け

る

発

祥

か

ら

0
、

幕
末
の
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動

乱

を

経

て

明

治

に

て

思

想

が

現

実

の

も

の

と

な

る

時

点

に

至

る

ま

で

追

う

 

こ
と
で
、

政

治

指

導

者

た

ち

が

国

家

体

制

の

変

革

を

ど

の

よ

う

に

と

ら

え

、 

現

実

と

の

整

合

性

を

つ

く

り

だ

そ

う

と

し

て

い

つ

た

の

か

を

明

ら

か

に

す

る

。 

既

存

研

究

で

は

、
幕

末

の

政

治

動

向

、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」

の
終
 

始

そ

れ

ぞ

れ

の

詳

細

を

論

じ

た

も

の

が

数

多

く

存

在

し

て

い

る

が

气

筆

者

 

は

こ

こ

で

、

二

つ

の

理

想

の

変

遷

と

政

治

状

況

を

連

環

さ

せ

て

発

祥

か

ら

結

 

末

ま

で

を

捉

え

る

こ

と

で

、
幕

末

維

新

期

に

お

け

る

思

想

の

意

義

、

な
ぜ
思
 

想

が

必

要

で

あ

つ

た

の

か

と

い

う

こ

と

を

示

し

た

い

と

考

え

て

い

る

。

第

一

章

で

は

水

戸

学

と

国

学

で

は

ど

の

よ

う

に

思

想

が

提

唱

さ

れ

た

の

か

 

を

述

べ

、

定

義

の

大

枠

を

確

認

す

る

こ

と

で

、
思
想
の
必

要

と

さ

れ

る

背

景

 

を

明

ら

か

に

す

る

。

第

二

章

で

は

政

治

動

向

と

思

想

変

遷

の

連

環

に

着

目

し

 

な

が

ら

、
思

想

的

変

革

の

推

移

を

述

べ

る

こ

と

に

よ

り

、

思
想
の
働
き
と
そ
 

の
要
因
を
考

察

す

る

。

第

三

章

で

は

掲

げ

た

理

念

を

現

実

に

落

と

し

て

い

く

 

際

に

い

か

な

る

矛

盾

と

問

題

が

あ

つ

た

か

を

明

ら

か

に

し

、

ど
の
よ
う
に
明
 

治

の

世

に

継

承

さ

れ

て

い

つ

た

か

を

論

じ

る

こ

と

で

、

思
想
の
帰
結
の
さ
れ
 

方

を

示

し

、
幕

末

か

ら

明

治

に

か

け

て

の

政

治

の

変

遷

を

ふ

ま

え

た

う

え

で

、 

思

想

の

意

義

を

述

べ

る

こ

と

で

本

研

究

を

完

結

さ

せ

る

こ

と

と

す

る

。

一
、
国
学
と
水
戸
学
か
ら
見
る
思
想
的
背
景
 

(
1
)
公
議
輿
論
の
源
流

公

議

輿

論

の

発

祥

は

後

期

水

戸

学

に

あ

る

と

さ

れ

る

へ

一

八

世

紀

後

半

 

よ

り

、
内

憂

外

患

の

危

機

に

対

処

す

る

た

め
に
統
一
国
家
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
 

形

成

が

必

要

と

な

つ

た

七
。

特

に

、

江

戸

時

代

に

お

い

て

正

学

と

さ

れ

た

朱

 

子

学

よ

り

派

生

し

た

水

戸

学

、
特

に

後

期

水

戸

学

に

お

い

て

、

正
名
論
が
議
 

論

さ

れ

る

よ

う

に
な
る
。

正

名

思

想

と

は

現

実

の

状

態

で

あ

る

「
実

体

」

と
存
在
の
在
り
方
を
示
す
 

「
名

義

」

を

一

致

さ

せ

る

こ

と

で

秩

序

を

確

立

す

る

学

問

で

あ

る

。
水
戸
学
 

の

第

一

任

者

で

あ

る

藤

田

東

湖

は

、

そ

の

著

書

で

あ

る

『
正

名

論

』

に
て
、 

孔

子

の

言

葉

を

以

下

の

よ

う

に

引

用

し

て

正

名

思

想

の

説

明

を

し

て

い

る

。

必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

す
な
は
ち
言
順
な
ら
ず
。

言
順
な
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
事
な
ら
ず
。
事
成
ら
ざ
れ
ば
、

す
な
は
ち
礼

楽
興
ら
ず
。
礼
楽
興
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
刑
罰
中
ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ

ば
、
す
な
は
ち
民
は
手
足
を
措

く

所
な
し
八

。

名

義

を

明

確

に

す

る

こ

と

で

世

の

在

り

方

を

正

し

、

上
下
貴
賤
全
て
の
秩
 

序

を

確

立

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

水

戸

学

者

た

ち

は

、

本
来
の
権
威
の
 

担

い

手

で

あ

る

天

皇

と

、

武
力
を
背
景
に
日
本
の
事
実
上
の
統
治
者
と
な
つ
 

て

い

る

将

軍

が

権

力

を

有

す

る

と

い

う

「
実

」

と

「
名

」

の
関
係
が
曖
昧
に
 

な

つ

て

い

る

状

態

を

解

消

す

る

こ

と

で

国

家

の

秩

序

を

正

し

、

統
一
国
家
と
 

し

て

国

難

へ

立

ち

向

か

う

体

制

の

基

盤

を

創

ろ

う

と

し

た

。
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正

名

思

想

の

議

論

は

主

に

、

大
政
委
任
論

と

名

分

論

の

二

つ

に

分

か

れ

る

 

九
。

大

政

委

任

論

は

、

将

軍

を

「
大

君

」

と

号

し

、

天

下

の

統

治

権

を

天

皇

 

よ

り

委

任

さ

れ

た

存

在

で

あ

る

と

み

な

す

こ

と

に

よ

り

、
名
実
と
も
に
統
治
 

者

と

す

る

こ

と

で

正

統

性

を

確

立

す

る

理

論

で

あ

る

.I
O
。

し

か

し

、
大
政
委
 

任

論

で

は

正

統

性

の

根

拠

の

比

重

が

朝

廷

に

偏

っ

て

お

り

、
相
対
的
に
将
軍
 

の

権

威

を

軽

く

し

て

し

ま

う

問

題

を

有

し

て

い

た

。

大

政

委

任

論

の

欠

点

を

解

決

す

る

形

で

提

唱

さ

れ

た

の

が

名

分

論

で

あ

る

。 

藤

田

は

前

述

の

『
正

名

論

』

に
て
、
名
分
論
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
 

る
。幕

府
、
皇
室
を
尊
べ
ば
、

す
な
は
ち
諸
侯
、
幕
府
を
崇
び
、
諸
侯
、
幕
府
を

崇
べ
ば
、
す

な

は

ち

卿

•
大
夫
、
諸
侯
を
敬
す
。
夫
れ
然
る
後
に
上
下
相
保

ち
、
万
邦
協
和
す
一
一
。

将

軍

家

が

、

武

家

の

棟

梁

と

し

て

天

皇

へ

の

尊

崇

を

し

て

い

る

と

い

う

前

 

提

に

よ

っ

て

天

下

の

統

治

を

実

現

し

て

い

る

と

い

う

理

論

で

あ

る

。

こ
れ
に
 

よ

り

、

将

軍

家

が

自

ら

統

治

者

と

し

て

の

正

統

性

を

確

立

し

て

い

る

こ

と

と

 

な

る

た

め

、

大

政

委

任

論

に

あ

っ

た

正

統

性

の

根

拠

の

比

重

が

朝

廷

に

依

り

 

過

ぎ

る

と

い

う

問

題

を

解

決

で

き

た

。

し
か
し
、

同
時
に
将
軍
家
が
勤
王
に
 

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

義

務

が

生

じ

て

く

る

。

こ
の
こ
と
が
、
幕
 

末

期

の

朝

廷

の

意

志

を

無

視

し

て

開

国

を

行

う

幕

政

へ

の

批

判

に

繫

が

っ

て

来

る

。
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
幕

政

の

不

安

定

が

続

く

中

、

よ
り
権
力
の
正
統
性
 

を

明

確

に

示

す

こ

と

が

求

め

ら

れ

、
名

分

論

に

て

語

ら

れ

た

「
実

」

の
部
分
 

で

あ

る

尊

王

を

示

す

と

い

う

こ

と

が

よ

り

強

く

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

 

「
名
位
殊
な
り
と
い
へ
ど
も
、

そ
の
実
は
皆
天
工
に
代
り
て
皇
化
を
弘
む
る
所
 

以
な
り
。
」

と

::一、

「
実

」

を

正

し

く

行

う

こ

と

に

よ

り

、

「
名

」

が
自
然
と
 

付

随

す

る

と

い

う

主

張

で

あ

る

。
後
期
水
戸
学
の
先
駆
者

と

な

つ

た

藤

田

幽

 

谷

の

息

子

、
藤

田

東

湖

に

よ

つ

て

な

さ

れ

、
広
め
ら
れ
て
い
く
ご
ニ
。
幽

谷

. 

東

湖

父

子

の

間

で

、
会

沢

正

志

斎

が

、
儒

教

仏

教

導

入
以
前
よ
り
日
本
に
存
 

在

し

た

普

遍

的

価

値

体

系

で

あ

る

「
道

」

に
着
目
し
、

天
皇
を
頂
点
と
す
る
 

祭

祀

の

統

制

に

よ

り

人

心

の

尊

王

の

心

を

高

め

る

こ

と

に

よ

つ

て

秩

序

を

構

 

築
す
る
こ

と

を

唱

え

た

 
一

§
1。

「
民
志
一
に
し
て
、
天
人
合
一
す
。
」

と
あ
る
よ
 

う

に

r

气

会

沢

以

前

は

為

政

者

に

の

み

に

焦

点

を

当

て

て

秩

序

の

構

築

と

統

 

治

の

正

統

性

を

論

じ

て

い

た

が

、

会
沢
が
人
心
の
働
き
と
い
う
視
点
を
加
え
 

る
こ
と
で
、
上

下

双

方

か

ら

の

秩

序

の

確

立

を

求

め

た

。
こ

の

考

え

方

が

「
公
 

議

」

と

「
輿

論

」

の
関
係
に

投

影

さ

れ

る

。

国

政

を

決

定

す

る

上

で

、
普
遍
的
に
日
本
全
体
の
利
益
に
資
す
る
と
考
え
 

ら

れ

る

政

治

的

主

張

を

「
公

議

」
ま

た

は

「
公
論
」
と
呼
ぶ
一
六
。

こ
の
普
遍
 

性

は

天

皇

と

い

う

存

在

に

象

徴

さ

れ

る

日

本

古

来

よ

り

存

在

す

る

と

さ

れ

る

 

価

値

体

系

で

あ

る

。

一
方
、
「
輿

論

」
は
、
人
々
が
一
定
の
見
識
を
有
し
た
上
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で
議
論
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
意
見
で
あ
る
一
セ
。
こ

の

「
公

議

」 

と

「
輿

論

」

が

干

渉

し

合

い

な

が

ら

互

い

を

形

成

し

、

国
政
を
決
定
す
る
基
 

準

と

す

る

思

想

を

「
公

議

輿

論

」

と

い

う

。

後

期

水

戸
学
に
お
い
て
発
生
し
 

た
、
統

治

者

と

人

心

が

互

い

に

秩

序

を

構

築

し

、

正

統

性

を
確
立
し
た
政
権
 

に

よ

る

統

治

を

実

現

し

て

い

く

と

い

う

思

想

は

、
「
公
議
」
と

「
輿

論

」
が
相
 

互

に

干

渉

し

合

う

こ

と

で

国

政

の

方

針

を

形

成

し

て

政

治

決

定

を

行

う

「
公
 

議

輿

論

」

の

思

想

に

繫

が

る

こ

と

と

な

る

。

(
2
)
尊
王
攘
夷
の
発
祥

吉

田

松

陰

が

「
本
居
学
と
水
戸
学
と
は
頗
る
不
動
あ
れ
ど
も
、
尊
攘
の
二
字
 

は
い
づ
れ
も
同
じ
。
」
と

述

べ

て

い

る

よ

う

に

、
尊
王
攘
夷

思

想

は

国

学

と

水

 

戸

学

よ

り

始

ま

つ

て

い

る

と

さ

れ

る

一
八
。
国

学

の

祖

.
本

居

宣

長

は

『
古
事
 

記

伝

』

の

ま

と

め

に

あ

た

る

『
直

毘

霊

』

に
て
、

日
本
の
在
り
方
に
つ
い
て
 

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

皇
大
御
国
は
、
掛
ま
く
ら
可
畏
き
神
御
祖
天
照
大
御
神
の
、
御
生
坐
せ
る
大

御

国

に

し

て

、

萬

国

に

勝

れ

た

る

所

由

は

、

先

い

づ

こ

こ

に

い

ち

じ

る

し

。

国

と

い
ふ
国
に
、
此
の
大
御
神
の
大
御
徳
か
が
ふ
ら
ぬ
国
な
し

一
九
。

日

本

は

天

照

大

御

神

の

居

る

国

で

あ

り

、

そ
れ
故
に
異
国
に
勝
っ
て
い
る
 

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

国

学

で

は

天

皇

尊

崇

と

、

そ
れ
に
基
づ
く
諸
外
国
へ

の

優

越

性

を

強

く

主

張

し

て

い

る

。
加

え

て

、

「
貴
き
賤
き
へ
だ
て
は
、
ぅ
る
 

は

し

く

有
り
て
、
お
の
づ
か

ら

み

だ

り

な

ら

ざ

る

な

り

」

と
ニ
〇
、
社
会
秩
序
は
 

貴

賤

上

下

が

定

ま

る

こ

と

で

成

立

す

る

と

み

な

し

て

お

り

、

諸
外
国
と
平
等
 

あ

る

い

は

対

等

な

関

係

を

構

築

す

る

こ

と

を

否

定

し

て

い

る

.
ニ

。

こ
の
思
想
 

は
、
攘

夷

思

想

に

お

け

る

日

本

の

異

国

へ

の

優

位

性

の

認

識

が

生

じ

、
過
激
 

な

攘

夷

運

動

を

誘

発

す

る

源

と

な

っ

た

。

水

戸

学

で

会

沢

の

唱

え

た

「
道

」

の
尊
重

に

よ

る

秩

序

の

維

持

は

、

国
学
 

に

お

い

て

も

唱

え

ら

れ

て

い

る

.三
。

「
道

」

は

伝

統
や
風
習
に
よ
っ
て
人
々
 

に

認

識

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、
文

化

基

盤

の

異

な

る

異

国

と

は

「
道

」 

の
共
有
は
不

可

能

で

あ

る

。

故

に

、

国
内
の
秩
序
を
保
つ
と
い
ぅ
点
か
ら
も
 

尊

王

攘

夷

は

不

可

欠

で

あ

る

と

主

張

さ

れ

て

い

る

. 一
一
-
。

国

学

が

純

粋

な

天

皇

尊

崇

と

そ

れ

に

基

づ

く

世

界

観

よ

り

尊

王

攘

夷

に

至

 

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
水

戸

学

は

一

八

世

紀

以

降

の

異

国

船

出

没

を

危

機

と

 

し
て
強
く
認
識
し
て
い
た
一
5

。

そ
の
た

め

、
水

戸

学

の

尊

王

攘

夷

思

想

は

強

 

い
対
外
危

機

意

識

を

端

緒

と

し
て
い
る
一
云

。

後

期

水

戸

学

の

中

で

も

有

力

な

会

沢

の

著

し

た

『
新

論

』

で
は
、

西
洋
事
 

情

に

対

す

る

考

察

も

な

さ

れ

て

い

る

。

西
洋
の
強
さ
の
由
来
を
文
明
で
は
な
 

く

、
「
妖
教
を
用
ゐ
て
以
て
そ
の
民
を
誘
ひ
、
民

心

皆

一
な
れ
ば
、
以
て
戦
ふ
に
 

足
る
」
と

ニ

六

、キ

リ

ス

ト

教

に

よ

る
民

心

の

統

合

に

あ

る

と
認

識

し

て

い

る

。 

加

え

て

、

「
以
て
国
を
富
ま
し
兵
を
強
く
す
る
の
要
務
を
論
ず
」

と

.一
七
、

列
強
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の

進

出

に

対

抗

す

べ

く

富

国

強

兵

策

の

必

要

性

を

述

べ

て

い

る

点

も

特

徴

と

 

し

て

挙

げ

ら

れ

る

。

列

強

の

侵

略

に

対

し

、

日
本
も
国
内
の
民
心
を
統
合
す
 

る

こ

と

に

よ

つ

て

列

強

に

対

抗

す

べ

き

で

あ

る

と

考

え

、

そ

の

手

段

と

し

て

 

「
尊

王

攘

夷

」

が

掲

げ

ら

れ

る

。

欧

米

の

キ

リ

ス

ト

教

に

対

し

、

日
本
に
は
 

古

来

よ

り

天

皇

を

頂

点

と

し

た

神

道

が

あ

り

、
神

道

の

祭

祀

の

下

で

、

共
通
 

の

敵

を

認

識

す

る

こ

と

に

よ

り

夷

狄

を

討

ち

払

う

と

い

う

思

想

で

あ

る

。

国

学

と

水

戸

学

は

双

方

と

も

に

「
尊

王

攘

夷

」

を

唱

え

て

い

る

が

、

そ
の
 

思

想

の

源

は

、
国

学

で

は

天

皇

尊

崇

に

よ

る

秩

序

構

築

に

依

拠

し

て

お

り

、 

水

戸

学

で

は

対

外

危

機

意

識

か

ら

生

じ

た

民

心

統

合

実

現

の

た

め

の

手

段

と

 

し

て

提

示

さ

れ

て

い

る

。

国

学

も

原

点

で

あ

る

本
居
宣
長

は

理

論

上

で

の

議

 

論

に

留

ま

つ

て

い

る

が

、

国

学

を

大

成

し

た

平

田

篤

胤

は

、

西
洋
の
文
物
へ
 

の

理

解

を

示

し

て

い

る

.一<
。

さ

ら

に

、
蘭

癖

家

と

他

の

国

学

者

か

ら

も

批

判

 

さ

れ

た

大

国

隆

正

は

、

西
洋
の

思

想

に

取

り

込

ま

れ

な

い

よ

う

に

日

本

人

と

 

し

て

の

心

を

確

立

し

た

上

で

西

洋

と

交

流

し

て

文

物

を

取

り

入

れ

る

こ

と

の

 

必

要

性

と

共

に

、

武

力

に

よ

る

攘

夷

が

実

現

困

難

で

あ

る

こ
と
を
述
べ
て
い

る

ニ

九

。

大

国

は

、
「
尊

王

攘

夷

」
思

想

を

、
攘

夷

運

動

の

点

に

お

い

て

、
二
つ
に
分
 

類

し

て

論

じ

て

い

る

。
武

力

で

夷

狄

を

打

ち

払

う

攘

夷

を

「
小

攘

夷

」
、
理
を
 

も

つ

て

日

本

の

国

体

を

守

る

こ

と

を

「
大

攘

夷

」

と

し

て

、

異
な
る
性
質
の
 

も

の

で

あ

る

と

し

た

三
〇
。

こ

れ

を

幕

末

の

情

勢

に

当

て

は

め

て

考

慮

す

る

と

、
「
小

攘

夷

」
は
異
国
と
 

言

う

未

知

の

存

在

と

の

遭

遇

に

よ

る

恐

怖

心

や

開

国

•
通
商
に
よ
る
国
内
経
 

済
の
乱
れ
に
よ
る
生
活
の
不
安
を
端
緒
と
し
三
一
、
多
く
は
異
人
斬
り
な
ど
の
 

テ

ロ

リ

ズ

ム

的

な

暴

力

行

為

に

よ

っ

て

表

出

さ

れ

る

攘

夷

運

動

で

あ

る

と

考

 

え

ら

れ

る

。

個

人

、

あ

る

い

は

少

数

の

集

団

で

も

実

行

可

能

で

あ

る

た

め

、 

普

及

も

容

易

で

あ

る

と

い

う

性

質

を

も

っ

て
い
る
。

一
方
、
「
大

攘

夷

」
は
、
国

を

守

る

と

い

う

こ

と

を

実

現

す

る

こ
と
を
重
視
 

し

、
国

力

を

高

め

る

こ

と

に

よ

っ

て

列

強

と

対

等

の

関

係

を

築

け

る

よ

う

に

 

し

て

国

を

保

つ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

人

心

統

合

と

い

う

全

国

規

模

、
少
な
 

く

と

も

藩

単

位

で

の

集

団

で

あ

る

必

要

が

あ

り

、
「
小

攘

夷

」
と

比

較

す

る

と

、 

直

接

的

な

行

動

に

つ

な

が

り

に

く

い

側

面

を

有

し

て

い

る

。

ひ

と

え

に

「
尊
 

王

攘

夷

」

と

言

っ

て

も

、
運

動

の

性

質

が

「
大

攘

夷

」

か

「
小

攘

夷

」

で
大
 

き

く

異

な

る

も

の

と

し

て

成

立

し

た

。

こ
の
こ
と
が
、

日

本

に

お

け

る

「
尊
 

王

攘

夷

」

思

想

の

不

一

致

を

生

み

、

天
誅
騒
動
な
ど
の
争
乱
を
生
む
一
因
と
 

な

つ

た

。

(
3
)
思

想

の

定

義

「
公

議

輿

論

」

と

「
尊

王

攘

夷

」

と
い
う
幕
末
の
争
点
と
な
っ
た
二
つ
の
 

思

想

に

つ

い

て

、

源

流

と

み

な

さ

れ

る

水

戸

学

と

国

学

か

ら

成

り

立

ち

を

追

 

っ
て
き
た
が
、

こ

こ

で

個

々

の

定

義

を

、

国
学
と
水
戸
学
の
議
論
に
基
づ
い
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て

述
べ
て
お
く
。

「
公

議

輿

論

」

と

は

、

日

本

の

国

全

体

の

利

益
に
資
す
る
政
治
的
主
張
で
 

あ

る

「
公

顏

」

と

、

一
定
の
見
識
を
有
す
る
人
々
が
議
論
を
重
ね
る
こ
と
に
 

よ

っ

て

形

成

さ

れ

る

「
輿

論

」

の
双
方
を
用
い
、
正

統

性

を
も
っ
て
統
一
国
 

家

と

し

て

国

政

を

運

営

し

て

い

く

思

想

で

あ

る

。
「
公

議

」
あ

る

い

ほ

「
公
論
」 

が

成

立

す

る

に

あ

た

っ

て

、
重
要
な
要
素
と
な
る
も
の
が
三
点
あ
り
三
一
一
、

一 

つ

は

「
輿

論

」

の
支
持
を
受

け

る

こ

と

。

も

う

一

つ

は

「
公

論

」

の
担
い
手
 

の
資
質
。

そ
し
て
、

日

本

に

お

け

る

正

統

性

の

根

拠

で

あ

る

天

皇

へ

の

尊

崇

 

の

志

を

成

し

得

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

。

こ
れ
ら
を
満
た
す
こ
と
に
よ
つ
 

て
、

「
公

論

」

は

「
私

論

」

で
は
な
く
な
り
、

「
公

議

輿

論

」

を
用
い
た
政
治
 

を

実

行

し

て

い

る

と

し

て

政

権

は

正

統

性

を

得

る

。

「
尊

王

攘

夷

」

は

天

皇

尊

崇

と

夷

狄

か

ら

国

を

守

る

と

い

う

こ

と

に

対

す

 

る

見

解

に

相

違

が

な

い

。

国

学

は

天

皇

尊

崇

に

よ

る

秩

序

構

築

に

重

点

を

置

 

き

、

思

想

の

遵

守

に

重

き

を

置

く

傾

向

が

あ

る

。

し

か

し

、
攘
夷
を
実
行
す
 

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

い

う

現

実

を

認

知

す

る

か

ど

う

か

で

国

学

内

で

も

 

見

解

が

分

か

れ

て

く

る

。

一
方
、
水
戸
学
は
眼
前
の
危
機

に

対

す

る

意

識

が

 

強

く

、

民

心

を

統

合

し

て

国

難

に

立

ち

向

か

う

た

め

の

手

段

と

し

て

「
尊
王
 

攘

夷

」

を

掲

げ

る

と

い

う

意

思

が

あ

る

。

国
学
と
水
戸
学
の
思
想
的
差
異
を
 

内

包

し

た

上

で

「
尊

王

攘

夷

」

が

世

間

に

広

ま

る

が

、

攘
夷
運
動
に
対
す
る
 

認

識

の

違

い

か

ら

、
「
大

攘

夷

」
と

「
小

攘

夷

」
と
い
う
相
容
れ
な
い
二
つ
の

在

り

方

に

分

け

て

認

識

す

べ

き

も

の

と

な

る

。

二

つ

の

思

想

は

と

も

に

幕

末

に

お

け

る

「
正

義

」

と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
も
 

の
の
、
多

義

性

を

持

っ

た

思

想

で

あ

る

。

故

に

、

た
と
え
複
数
人
が
同
じ
思
 

想

を

掲

げ

て

い

た

と

し

て

も

、

立

場

や

信

条

の

相

違

に

ょ

っ

て

他

方

を

否

定

 

し

得

る

性

質

を

内

包

し

て

い

る

。
以

下

、
「
正

義

」

の
抱
え
る
問
題
が
、
幕
末
 

の
政
局
と
連
動
し

て

い

か

な

る

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

つ

た

の

か

と

い

ぅ

こ

と

 

を

論

じ

て

い

く

。

ニ
、
幕
末
に
お
け
る
思
想
の
変
遷

(
1
)
公
議
政
体
論
を
中
心
と
す
る
議
論
の
推
移

「
公

議

輿

論

」

の

変

遷

は

主

に

政

治

と

の

関

連

か

ら

阿

部

正

弘

•
橋
本
左
 

内

.
横
井
小
楠
と
い
ぅ
流
れ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
ー
ー
=
ー。

「
公

議

輿

論

」

が
 

政

治

の

表

舞

台

に

登

場

す

る

の

は

、

嘉

永

六

(
一
八
五
三
)
年
の
黒
船
来
航
 

時

、

当

時

の

老

中

首

座

で

あ

っ

た

阿

部

正

弘

が

諸

大

名

及

び

朝

廷

に

対

し

、 

ア

メ

リ

カ

へ

の

対

応

に

つ

い

て

の

諮

問

を

し

た

と

き

で

あ

る

三
匹
。
当
時
の
阿
 

部

に

つ

い

て

以

下

の

ょ

ぅ

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

先
ニ
阿
部
首
相
ハ
時
勢
ノ
変
遷
二
見
ル
所
ア
リ
テ
琉
球
貿
易
ヲ
黙
許
シ
タ
ル
 

ニ
拘
ワ
ラ
ズ
、
断

然

開

国

ニ

決

定

ス

ル

コ

ト

能

ハ

ザ

リ

シ

モ

ノ

ハ

所

謂

「
祖
 

法
」

ナ
ル
モ
ノ
即
チ
幕
府
ノ
憲
法
ニ
束
縛
セ
ラ
レ
テ
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
 

故
ニ
シ
テ
、
此
祖
法
ナ
ル
モ
ノ
ハ
常
時
金
城
鉄
壁
ニ
シ
テ
、
歴
代
ノ
大
将
軍
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及
ビ
閣
老
中
有
カ
ノ
者
ト
雖
モ
猶
ホ
且
ッ
之
ヲ
破
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
況
ヤ
其

他
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
1

。

阿

部

は

黒

船

来

航

以

前

よ

り

国

防

に

対

す

る

意

識

が

高

く

、
薩
摩
藩
の
琉
 

球

貿

易

を

黙

認

す

る

な

ど

と

開

国

に

は

賛

成

で

あ

っ

た

が

、
「
祖

法

」
に
よ
っ
 

て

鎖

国

が

守

ら

れ

て

お

り

、

そ

れ

を

打

破

す

る

こ

と

を

求

め

て

い

た

と

い

う

 

こ
と
で
あ
る
。
幕

府

の

政

治

運

営

は

、
ニ
〇

〇

年

以

上

続

い

た

安

定

に

よ

り

、 

慣

習

に

従

っ

て

政

治

を

行

う

「
先

格

古

例

」

の
体
系
と
化
し
た
政
治
と
な
っ
 

て
い
た
三
六
。

そ

の

た

め

、
自

己

改

革

に

よ

っ

て

慣

例

の

範

囲

外

の

政

策

を

実

 

行

す

る

こ

と

が

不

可

能

で

あ

り

、

「
広
ク
言
路
ヲ
開
キ
、
衆
議
ヲ
採
リ
テ
国
是
 

ヲ
決
シ
、

彼

ノ

再
来
ニ
及
ビ
テ
之
ニ
答
辞
ヲ
与
フ
ル
ニ
如
カ
ズ
」
と
三
七
、
諸
大
 

名

や

朝

廷

の

意

見

を

取

り

入

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、
幕
政
改
革
を
実
現
し
よ
 

う

と

し

た

。
「
公

議

輿

論

」
を
幕
政
建
て
直
し
の

手

段

と

し

て

用

い

よ

う

と

し

 

た

の

で

あ

る

。

阿

部

の

提

唱

後

、
幕

政

に

て

「
公

議

輿

論

」

を
導
入
し
た
政
治
制
度
の
実
 

現

と

し

て

、
朝

廷

や

有

力

諸

侯

を

含

め

た

議

会

に

よ

る

政

治

決

定

を

求

め

る

 

公

議

政

体

論

が

盛

ん

に

論

じ

ら

れ

る

。

阿

部

が

「
公

議

輿

論

」

を
幕
政
改
革
 

の

原

動

力

と

し

て

掲

げ

た

の

に

続

き

、

阿

部

と

交

流

が

あ

り

、
幕
政
に
深
く
 

関

与

し

て

い

た

越

前

藩

主

松

平

慶

永

の

側

近

で

あ

る

橋

本

左

内

、

横
井
小
楠
 

ら
が
、

西

洋

の

制

度

を

取

り

入

れ

る

形

で

改

革

案

を

提

示

し

て

い

く

。
橋
本
 

は

政

体

の

構

想

を

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

政
体
の
趣
意
は
一
に
天
帝
之
意
を
奉
行
す
る
こ
と
申
こ
と
に
て
、
上
下
共
衆

情
に
戻
、

公
議
に
背
候
義
は
不
為
事
、
第
一
の
律
令
に
右
之
候
よ
し
。
依
之

役
人
の
選
挙
杯
、
先
第
一
に
国
内
の
衆
論
に
基
き
、
賢
明
才
学
之
者
を
挙
用

致

し

候

由

三

八

。

当
今
為
政
之
大
要
者
は
、
全
く
先
づ
規
模
を
宏
に
し
て
条
理
を
立
る
に
在
り
。

規
模
宏
か
ら
ざ
れ
ば
、
諸
有
司
其
才
を
竭
す
事
能
は
ず
、
条
理
立
た
ざ
れ
ば
、

年
々
政
紀
退
却
素
乱
し
て
吏
皆
執
る
所
固
か
ら
ず
一
一
一
丸
。

議

会

政

治

を

実

施

し

、

選

挙

で

役

人

を

選

ん

で

「
衆

論

」

に
基
づ
く
政
治
 

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

人

材

の

登

用

を

可

能

に

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

意
見
 

で

あ

る

。

そ

し

て

為

政

者

が

条

理

に

基

づ

い

た

政

治

を

行

う

こ

と

で

秩
序
を
 

確

立

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

秩

序

の

確

立

や

人

材

登

用

が

可

能

に

な

る

 

と

い

っ

た

制

度

的

利

点

か

ら

公

議

政

体

論

を

述

べ

て

い

る

。

横
井
も
橋
本
と
 

同

様

に

「
公

議

輿

論

」

に
則

っ

た

政

治

の

実

現

を

求

め

て

お

り

、

門
戸
を
広
 

く

開

い

て

人

材

活

用

を

行

い

、

天

下

の

政

治

を

行

う

こ

と

で

国
を
治
め
る
ベ
 

き

で

あ

る

と

以

下

に

述

べ

て

い

る

。

是
即
舜
之
開
四
門
達
四
聡
之
道
に
し
て
、
天
下
之
人
才
と
天
下
之
政
事
を
共

に
致
し
、
公
平
正
大
、
此
道
を
天
下
に
明
に
す
る
に
は
此
外
に
道
は
無
之
候
四
〇
。

「
公

議

輿

論

」
導

入

を

議

会

政

治

に

よ

っ

て

実

現

し

、

一
部
の
為
政
者
に
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限

定

せ

ず

に

有

為

の

人

材

を

広

く

用

い

て

政

策

を

構

築

す

る

と

い

う

こ

と

か

 

ら
、

橋

本

、
横

井

な

ど

の

公

議

政

体

論

者

は

人

材

活

用

の

点

に

主

眼

を

置

い

 

て

い

た

こ

と

が

読

み

取

れ

る

。

こ

の

点

は

阿

部

の

行

っ

た

勝

海

舟

、
高
島
秋
 

帆

、
中

浜

万

次

郎

ら

の

抜

擢

や

徳

川

斉

昭

ら

諸

侯

を

幕

政

の

中

心

に

取

り

入

 

れ

た

安

政

の

改

革

に

て

設

置

し

た

講

武

所

、
蕃

書

調

所

、
長
崎
海
軍
伝
習
所
 

に

お

け

る

身

分

の

制

限

を

部

分

的

に

解

除

し

た

人

材

登

用

と

も

共

通

し

て

い

 

る
安

政

年

間

の

時

点

で

は

、
「
公

議

輿

論

」
は
あ

く

ま

で
も
幕
政
改
革
の
手
段
 

と

い

う

域

を

出

て

お

ら

ず

、
幕

府

と

い

う

政

権

の

正

統

性

を

論

じ

る

に

は

至

 

っ
て
い
な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

安

政

の

大

獄
と
桜
田
門
外
の
変
を
 

経

て

、

天

皇

へ

の

勤

王

と

武

力

を

背

景

に

し

た

日

本

の

統

治

と

い

う

「
実

」

を

為

し

て

い

た

幕

府

の

権

威

が

低

下

し

、

幕

府

の

「
名

」

に

ょ

る

権
威
が
低
 

下

す

る

と

朝

廷

の

比

重

が

増

す

ょ

う

に

な

る

こ

と

で

幕
府
と
朝
廷
の
融
合
 

と

い

う

公

武

合

体

運

動

と

し

て

公

議

政

体

の

実

現

を

求

め

る

動

き

が

生

じ

て

く

る

四

ー

。

公

議

政

体

論

は

文

久

三

(
一
八
六
三
)
年

の

参

預

会

議

に

て

実

現

さ

れ

る

。 

一
橋
慶
喜
、

会

津

、
薩

摩

を

始

め

と

し

た

朝

廷

を

頂

点

に

据

え

た

有

力

諸

侯

 

に

よ

る

会

議

に

よ

る

議

論

が

進

め

ら

れ

、
文

久

の

幕

政

改

革

が

行

わ

れ

た

5
0 

し

か

し

、

参

預

会

議

を

構

成

す

る

諸

侯

の

多

く

は

外

様

大

名

で

あ

り

、

江
戸
 

幕

府

内

か

ら

幕

府

の

主

導

権

復

活

を

求

め

る

声

が

強

ま

り

、
幕
府
と
諸
侯
の

間

で

「
公

論

」

の

不

一

致

が

生

じ

て

瓦

解

す

る

こ

と

と

な

る

f
o

幕

府

が

外

様

の

介

入

を

拒

み

、

輿

論

形

成

の

場

で

あ

る

参
預
会
議
を
否
定
 

し

た

こ

と

に

よ

り

、
「
公

論

」
の

担

い

手

と

し

て

の

根

拠

を

失

つ

た

。
加

え

て

、 

参

預

会

議

は

御

前

で

開

か

れ

る

と

い

う

朝

廷

と

幕

府

に

よ

る

政
治
空
間
で
あ
 

り

、

参

預

会

議

の

否

定

は

朝

廷

の

意

向

を

排

除

す

る

と

い

う

こ

と

も
意
味
し
 

て

い

る

。

つ

ま

り

、

幕

府

の

正

統

性

の

根

拠

で

あ

る

朝

廷

か

ら

の

離

反

、
尊
 

王
に
反

す

る

と

み

な

さ

れ

る

行

為

で

あ

っ

た

。

幕

府

が

「
公

議

輿

論

」

の
担
 

い

手

と

し

て

の

疑

念

が

生

じ

た

こ

と

に

よ

り

、

幕
府
の
存
在
を
否
定
す
る
思
 

想

か

生

じ

る

よ

う

に

な

る

.
「
公

議

輿

論

」
思

想

に

基

づ

く

、
幕

府

を

前
提
と
し
な
い
政
権
の
構
想
が
 

横

井

の

文

献

に

見

出

さ

れ

る

。

「
一
大
変
革
の
御
時
節
な
れ
ば
、
議
事
院
被
建
 

候
筋
尤
至
当
也
。
上
院
は
公
武
御
一
席
、
下
院
は
広
く
天
下
の
人
才
御
挙
用
」 

と

あ

る

よ

う

に

1111、

五

箇

条

の

御

誓

文

と

の

類

似

点

が

多

く

見

ら

れ

る

「
新
 

政

府

に

付

て

春

嶽

に

建

言

」

で
は
、
議

会

の

上

院

は

列

侯

で

組

織

さ

れ

将

軍

 

家

も

列

す

る

こ

と

を

記

し

て

お

り

、
幕
府
そ
の
.も
の
の
権
力
は
な
く
な
る
も
 

の
の
、
将

軍

家

は

一

有

力

諸

侯

と

し

て

残

す

こ

と

が

書

か

れ

て

い

る

。
「
公
武
 

合

体

論

」

に

近

い

性

質

を

残

し

て

い

る

が

、
幕
府
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
 

議

会

政

治

の

樹

立

と

い

う

政

体

構

想

と

な

っ

て

い

る

。

幕

府

と

い

う

前

提

を

否

定

し

、

朝

廷

を

中

心

と

し

た

政
治
構
想
が
成
立
し
 

た

こ

と

で
、
水

戸

学

に

お

い

て

か

つ

て

は

将

軍

家

の

権

威

が

軽

く

な

る

と

し
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て

問

題

視

さ

れ

た

大

政

委

任

論

が

浮

上

し

、

大
政
奉
還
が
政
治
的
選
択
し
と
 

な

り

得

た

と

考

え

ら

れ

る

。

た

だ

し

、
新

政

府

が

「
公

議

輿

論

」

の
担
い
手
 

で

あ

る

と

い

ぅ

こ

と

を

内

外

に

示

す

必

要

が

あ

り

、

五
箇
条
の
御
誓
文
に
て
 

明
文
化
さ
れ
た
四
五
。
五

箇

条

の

御

誓

文

の

条

文

の

源

流

は

、
横
井

か

ら

坂

本

 

龍

馬

、
由

利

公

正

に

継

承

さ

れ

る

流

れ

の

中

に

あ

る

Sハ
。
「
上
下
議
政
局
ヲ
設
 

ケ
議
員
ヲ
置
キ
テ
万
機
ヲ
参
賛
セ
シ
メ
万
機
宜
シ
ク
朝
廷
ヨ
リ
出
ツ
ヘ
キ
事
」 

と
四
七
、
坂

本

の

著

し

た

「
新

政

府

綱

領

八

策

」

に

て

「
公

議

輿

論

」
を
用
い
 

た

議

会

政

治

の

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

。

由
利
が
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
四
<
、 

五

箇

条

の

御

誓

文

の

草

案

で

あ

る

『
議

事

之

体

大

意

』

に

「
万
機
公
論
に
決
 

し
私
に
論
す
る
な
か
れ
」

と
条
文
と
し
て
残
し
て
い
る
四
丸
。

福

岡

孝

悌

と

木

 

戸

孝

允

の

校

正

を

経

た

後

、

五

箇

条

の

御

誓

文

の

第

一

条

と

し

て

「
公
議
輿
 

論

」

の

尊

重

が

明

記

さ

れ

る

こ

と

で

明

治

政

府

の

基

本

方

針

と

し

て

弓

き

継

 

が

れ

る

こ

と

と

な

る

。

(
2
)
小
攘
夷
と
大
攘
夷
に
分
か
れ
る
尊
王
攘
夷

「
尊

王

攘

夷

」
思

想

が

広

く

知

れ

渡

る

ょ

ぅ

に

な

っ

た

の

も

「
公

議

輿

論

」 

と

同

じ

く

嘉

永

六

(
一
八
五
三
)
年

の

黒

船

来

航

以

降

で

あ

る

。

阿
部
正
弘
 

の

朝

廷

と

諸

侯

へ

の

諮

問

に

際

し

て

は

儒

学

者

や

町

人

も

建

議

を

行

っ

て

お

 

り

、
異
国
船
退
治
の
願
が
出
さ
れ
て
い
る
丑
0
。
こ
の
と
き
に
民
衆
を
動
か
し
 

た

も

の

は

、

直

接

的

な

危

機

感

•
恐
怖
感
に
よ
る
反
応
と

も

呼

べ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

諸

大

名

も

同

様

に

鎖

国

の

維

持

と

武

力

に

よ

る

攘

夷

を

求

め

る

声

 

が

強

く

、

特

に

、

朝

廷

が

攘

夷

の

意

思

を

示

し

て

い

た

こ

と

も

あ

り

、
攘
夷
 

が
世
間
の
風
潮
と
な
っ
た
五
一
。

尊

攘

運

動

の

機

運

が

高

ま

る

中

、
前

水

戸

藩

主

.
徳
川
斉
昭
は
幕
府
の
と
 

る

べ

き

対

外

政

策

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

戦
の
一
字
へ
御
決
に
相
成
候
上
.
ハ
、

国
持
大
名
始
津
々
浦
々

迄
大
号
令
被
仰

出
質
素
儉
約
等
不
令
而
行
、
部

家

ハ

勿

論

百

姓

•
町
人
迄
覚
悟
相
究
め
、
神

国
総
体
の
心
カ
ー
致
為
致
候
儀
肝
要
と
存
候
事
五
ニ
。

斉

昭

は

、
夷

狄

と

対

決

す

る

姿

勢

を

国

内

に

知

ら

し

め

る

こ

と

に

よ

つ

て

、 

人

心

を

統

合

し

、

国
難
に
立
ち
向
か

う

こ

と

の

で

き

る

状

態

を

整

え

る

こ

と

 

を

求

め

て

い

る

。

こ

の

思

想
か
ら
は
、

側
近
の
藤
田
東
湖
や
会
沢
正
志
斎
が
 

唱

え

る

水

戸

学

の

「
尊

王

攘

夷

」

を
人
心
統
合
の
手
段
と
し
て
掲
げ
る
と
い
 

う

思

想

の

影

響

が

見

ら

れ

、
外

国

に

対

し

て

は

戦

で

は

な

く

和

を

結

ん

で

平

 

穏

に

取

り

計

ら

う

と

い

う

「
内

戦

外

和

」

の
方
策
で
あ

る

吾
一
。
世
間
で
流
布
 

さ

れ

て

い

る

攘

夷

思

想

と

は

一

線

を

画

し

、
開
国
を
進
め
る
一
方
で
人
心
を
 

統

合

す

る

こ
と
で
日
本
を
守
る
と

い

う

「
大

攘
夷
」

的

思

想

で

あ

る

。

黒

船

来

航

直

後

の

段

階

で

は

阿

部

正

弘

や

徳

川

斉

昭

、
薩
摩
藩
主
の
島
津
 

斉

彬

の

よ

う

な

「
大

攘

夷

」

的

方

向

性

の

思

想

は

少

数

で

あ

り

、
約

ニ

六

〇
 

年

に

渡

る

鎖

国

状

態

の

中

で

突

如

生

じ

た

危

機

と

い

う

認

識

か

ら

「
小

攘

夷

」
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的

方

向

性

の

主

張

が

優

勢

で

あ

っ

た

と

い

え

る

五
四
。

日

本

と

欧
米
列
強
の
互
 

い

の

国

力

を

正

確

に

認

識

で

き

な

か

っ

た

と

い

う

だ

け

で

は

な

く

、
純
粋
に
 

危

機

に

対

す

る

恐

怖

に

よ

る

も

の

も

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

。
「
小

壤

夷

」
運

動

は

、 

安

政

七

(
一
八
六
〇

)
年

の

桜

田

門

外

の

変

以

降

、

変

が

水
戸
浪
士
と
薩
摩
 

浪

士

の

集

団

と

い

う

草

莽

レ

ベ

ル

で

な

さ

れ

た

こ

と

と

、
幕
府
の
武
威
が
低
 

下

し

た

こ

と

に

よ

り

頻

発

す

る

こ

と

と

な

る

开
五

坂

下

門

外

の

変

足

利

 

三

代

木

像

梟

首

事

件

、

天

誅

組

の

変

や

、

天
狗
党

の

乱

と

い

っ

た

形

で

尊

攘

 

運

動

の

示

威

行

為

が

な

さ

れ

る

が

、

こ
う
し
た

尊

攘

運

動

は

、

幕
府
の
法
に
 

反

し

て

秩

序

を

乱

す

行

為

で

あ

り

、

必
ず
し
も
民
衆
の
支
持
を
得
る
も
の
で
 

は

な

か

つ

た

5
ハ
。

「
小

攘

夷

」

的

性

質

を

持

つ

運

動

の

中

で

も

、
朝
廷
を
中
心
と
し
た
統
一
 

国

家

体

制

の

構

築

を

意

図

し

た

も

の

も

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

尊
王
運
動
と
 

し

て

の

側

面

を

強

調

し

、
幕

府

が

諸

外

国

と

結

ん

だ

条

約

を

破

棄

し

て

攘

夷

 

を

断

行

す

べ

き

で

あ

る

と

主

張

す

る

「
破

約

攘

夷

論

」

が
挙
げ
ら
れ
る
 

「
破

約

攘

夷

論

」

を

唱

え

た

高

杉

晋

作

と

松

下

村

塾

に

お

い

て

同

門

で

あ

っ

 

た

久

坂

玄

瑞

は

、

『
解

腕

痴

言

』

に

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

殊
に
何
時
畿
内
に
闖
入
せ
む
も
測
る
ベ
か
ら
ざ
れ
ば
、
非
常
の
御
措
置
な
く
 

て
は
叶
ま
じ
く
、
今
急
務
と
考
へ
奉
る
所
、
五
箇
条
に
て
、
其
一
は
知
太
政
 

官
事
、
其
ニ
は
記
録
所
、
其
三
は
親
兵
、
其
四
は
武
器
兵
糧
、
其
五
は
名
を
 

正
し
玉
は
む
事
に
て
候
丑
へ

攘

夷

の

実

行

に

よ

り

、

天

皇

の

下

に

軍

事

力

を

集

中

さ

せ

る

と

い

う

国

家

 

体

制

の

樹

立

を

求

め

る

構

想

が

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。
さ
ら
に
、
「
名
を
 

正
し
玉
は
む
事
に
て
候
」

と

い

う

文

面

か

ら

、

水

戸

学

の

流

れ

を

汲

む

正

名

 

思

想

も

見

ら

れ

る

主

張

で

あ

る

。

長

州

藩

の

、

少
な
く
と
も
指
導
者
層
に
お
 

い
て
は
、
攘

夷

運

動

は

勤

王

に

基

づ

き

、

朝
廷
を
中
心
と
し
た
国
家
構
想
を
 

目

指

す

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

「
尊

王

攘

夷

」
思

想

は

、

朝

廷

の

意

に

反

し

て

開

国

を

進

め

る

幕

府

を

批

 

判

す

る

要

素

と

な

る

こ

と

に

加

え

て

、

水
戸
学
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
 

仮

想

敵

の

想

定

に

よ

る

人

心

の

統

合

を

進

め

る

手

段

と

も

な

り

得

る

も

の

で

 

あ

る

。

こ
れ
に
朝
廷
を
中
心
と
し
た
政

権

樹

立

と

い

う

構

想

が

繫

が

る

こ

と

 

で
、

討

幕

を

正

当

化

し

得

る

論

理

へ

と

つ

な

が

っ

て

い

く

。
新
政
権
樹
立
と
 

い

う

構

想

は

「
大

攘

夷

」

の

実

現

を

可

能

と

す

る

も

の

で

あ

り

、

「
小

攘

夷

」 

が

政

府

指

導

者

層

で

は

現

実

的

に

不

適

切

と

し

て

退

け

ら

れ

て

い

く

。

し
か
 

し
、
「
大

攘

夷

」
と

「
小

攘

夷

」

の
理
解
を
近
づ
け
る
動
き
は
一
部
の
識
者
層
 

の

間

で
し
か
み
ら
れ
な
‘い
た
め
五
九
、

「
小

壤

夷

」

も

幕

末

初

期

の

よ

う

に

広

 

く

受

け

入

れ

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

が

、
根

強

く

残

つ

て

し

ま

う

。

(
3
)
思
想
変
遷
の
連
環

「
公

議

輿

論

」
は
、
主

に

政

治

指

導

者

層

や

識

者

層

を

中

心

に

議

論

さ

れ

、 

そ

の

理

念

を

実

際

の

制

度

運

用

を

視

野

に

入

れ

た

上

で

論

じ

ら

れ

て

い

た

。
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幕

末

の

初

期

の

段

階

で

は

そ

の

制

度

的

側

面

が

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

が

多

 

く

、
特

に

普

遍

的

存

在

と

化

し

て

い

た

幕

府

の

存

在

を

前

提

と

し

た

う

え

で

、 

幕

政

の

在

り

方

を

い

か

に

改

善

し

て

い

く

の

か

と

い

う

こ

と

が

主

眼

と

さ

れ

 

て
い
た
。

幕

政

改

革

の

議

論

自

体

が

「
公

議

輿

論

」

に
の
っ
と
っ
た
有
力
諸
侯
主
導
 

で

進

め

ら

れ

る

た

め

、
幕

政

が

従

来

の

幕

府

単

独

の

独

裁

体

制

か

ら

外

様

系

 

の

大

名

に

よ

る

合

議

体

制

へ

と

変

化

し

て

い

く

。

そ
の
最

中

、

再
び
主
導
権
 

を

握

る

こ
と
を
求
め
る
幕

府

と

改

革

を

進

め

る

諸

侯

と

の

間

で

確

執

が

生

じ

、 

幕

府

が

「
公

議

輿

論

」

の

担

い

手

と

し

て

不

適

と

な

る

。

こ
れ
に
よ
り
、
幕
 

府

の

存

在

と

い

う

前

提

か

ら

脱

却

し

た

政

治

体

制

の

構

想

が

生

ま

れ

る

よ

う

 

に
な
る
。

一
方
、
「
尊

王

攘

夷

」
は

一

部

の

水

戸

学
者
や
国
学
者
の
識
者
層
の
間
で
は
 

「
大

攘

夷

」

的

思

想

が

唱

え

ら

れ

た

の

に

対

し

、

目

前

の

脅
威
に
対
し
て
暴
 

力

的

•
即

時

的

手

段

に

よ

る

解

決

を

求

め

る

「
小

攘

夷

」

が
広
く
普
及
す
る
 

こ

と

と

な

つ

た

。

こ

の

差

異

の

要

因

の

一

つ

に

は

、

一
定
の
学
識
を
要
し
、 

政

治

へ

の

深

い

理

解

を

要

す

る

「
大

攘

夷

」

と
、

即

時

可

能

で

、

事
件
と
し
 

て

あ

ら

わ

れ

る

た

め

認

知

が

容

易

な

「
小

攘

夷

」

と

い

う

分

か

り

や

す

さ

の

 

差

異

が

挙

げ

ら

れ

る

だ

ろ

う

。

攘

夷

運

動

に

お

い

て

は

見

解

の

相

違

に

よ

る

 

対

立

が

見

ら

れ

る

「
尊

王

攘

夷

」

だ

が

、

思

想

の

勤

王

運

動

と

し

て

の

性

質

 

を

童

視

す

る

と

き

に

朝

廷

を

中

心

と

し

た

新

た

な

国

家

体

制

創

出

と

い

う

思

想

を

生

ん

だ

。

「
公

議

輿

論

」

と

「
尊

王

攘

夷

」

は
と
も
に
幕
府
と
い
う
前
提
の
下
で
生
 

じ

た

思

想

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、
幕

末

の

政

治

情

勢

の

推

移

を

経

て

、
思
想
 

の

実

現

が

既

存

の

条

件

内

で

の

限

界

に

ぶ

つ

か

る

こ

と

で

、
幕
府
の
論
理
で
 

語

ら

れ

る

思

想

と

し

て

で

は

な

く

、
純
粋
な
思
想
の
在
り
方
に
還
る
こ
と
に
 

よ

っ

て

、

将

軍

権

力

の

正

統

性

を

否

定

す

る

根

拠

と

な

り

得

た

。
無

論

、
政
 

争

上

の

推

移

の

結

果

と

し

て

倒

幕

に

至

っ

た

の

は

確

か

で

あ

る

が

、
徳
川
幕
 

府

の

独

裁

に

よ

る

全

国

統

治

か

ら

、
朝
廷
を
中
心
と
し
た
諸
侯
の
合
議
に
よ
 

る

統

治

へ

と

、

大

規

模

な

国

体

の

変

化

を

政

策

と

し

て

実

現

さ

せ

る

に

は

、 

政

策

を

正

統

化

す

る

論

理

が

必

要

と

な

る

。

ま
た
、
今
ま
で
に
な
い
状
況
を
 

創

出

す

る

に

は

、

な

ん

ら

か

の

思

想

的

ア

フ

ロ

^~

チ
に
よ
る
構
想
の
基
盤
も
 

求

め

ら

れ

る

。

国

家

の

変

革

を

成

し

遂

げ

る

た

め

の

論

理

構

築

を

求

め

ら

れ

 

た

こ

と

に

よ

り

、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」
は
政
治
的
人
間
の
姿
勢
の
 

変

化

を

促

す

触

媒

と

し

て

の

役

割

を

果

た

し

た

と

言

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

 

う

か

。

三
、
明
治
に
至
る
思
想
の
帰
着

(
1
)
公
議
と
輿
論
の
対
立

五

箇

条

の

御

誓

文

の

第

一

条

に

「
公
議
輿

論

」

を
取
り
入
れ
た
政
治
を
す
 

る

こ

と

が

明

示

さ

れ

た

よ

う

に

、
新
政
府
の
支
持
を
諸
侯
か
ら
集
め
る
た
め
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に
、
列

侯

会

議

を

形

成

す

る

必

要

が

あ

っ

た

1ハ
◦
。
政

体

樹

立

の

時

点

で

の

「
輿
 

論

」

の

範

囲

は

五

箇

条

の

御

誓

文

の

起

草

に

携

わ

っ

た

福

岡

孝

悌

は

次

の

ょ

 

ぅ

に

語

つ

て

い

る

。

由

利

ハ

単

ニ

朝

廷

ト

諸

侯

ノ

ミ

ナ

ラ

ズ

一

般

庶

民

ヲ

モ

眼

中

ニ

置

イ

テ

イ

タ

 

様

デ

ア

ッ

夕

ガ

、

私

ハ

ヤ

ハ

リ

官

武

一

途

即

チ

朝

廷

(
公

卿

)

ト

諸

侯

ガ

ー

 

体

ト

ナ

ッ

テ

行

フ

ト

イ

フ

点

ヲ

眼

目

ト

シ

一

般

庶

民

ハ

強

チ

之

ヲ

軽

ン

ズ

ル

 

ト

イ

フ

訳

デ

モ

ナ

イ

ガ

政

治

上

ノ

ー

 
要

ト

ハ

見

ナ

カ

ッ

夕

ノ

デ

ア

ル

六
一
。

草

案

起

草

者

の

由

利

は

輿

論

の

範

囲

を

庶

民

ま

で

含

め

て

い

た

の

に

対

し

、 

福

岡

は

諸

侯

や

朝

廷

ま

で

と

認

識

し

て

お

り

、

政

府

は

福

岡
と
同
様
の
範
囲
 

で

輿

論

を

公

議

政

体

を

構

築

す

る

政

策

、
後

の

公

議

所

設

立

を

進

め

て

い

く

。

明

治

元

(
一
八
六
八
)

年

三

月

一

四

日

に

五

箇

条

の

御

誓

文

が

示

さ

れ

た

 

後

、

政

府

組

織

の

基

本

を

定

め

る

も

の

と

し

て

、
閨
四
月
ニ
ー

日

に

政

体

書

 

が

肥

前

藩

士

の

副

島

種

臣

を

中

心

に

制

定

さ

れ

た

さ

0
「
万
機
公
論
ニ
決
ス
べ
 

シ
さ
ー
一
」

と

い

ぅ

五

箇

条

の

御

誓

文

の

方

針

に

則

っ

た

政

体

樹

立

を

目

指

し

、 

ア
メ

リ

カ

の

三

権

分

立

に

倣

っ

た

太

政

官

制

が

制

定

さ

れ

た

六

S
。

「
公
議
輿
 

論

」

を

創

出

す

る

場

は

、

横

井

の

『
国

是

論

』

に
も
あ
つ
た
議
政
官
に
上
下
 

両

局

と

し

た

。

議

政

官

の

上

局

は

公

卿

と

諸

侯

が

就

き

、

下
局
に
は
藩
よ
り
 

貢

士

を

選

出

す

る

と

い

う

、
藩

制

度

を

前

提

と

し

た

上
で
の
公
議
政
体
の
構

築

で

あ

つ

た

2

。

貢

土

に

は

、
藩

の

留

守

居

役

と

い

う

、

江
戸
に
て
幕
府
と
諸
藩
の
動
向
を
 

窺

い

、
自

ら

の

藩

が

孤

立

す

る

こ

と

を

防

ぐ

役

割

の

人

間

が

選

ば

れ

た

。
中
 

に
は
、
情

報

収

集

能

力

に

長

け

、
積

極

的

な

政

治

活

動

を

行

う

者

も

い

た

が

、 

そ

の

多

く

は

多

勢

に

付

和

雷

同

す

る

傾

向

を

持

ち

、

公
論
空
間
の
創
出
は
で
 

き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
六
1ハ
。
藩

の

利

益

に

偏

っ

た

藩

論

で

は

な

く

国

 

家

全

体

の

利

益

を

構

築

す

る

「
公

議

」

に

則

っ

た

議

論

を

す

べ

く

、

八
月
四
 

日

に

貢

士

対

策

所

を

廃

止

し

、
貢

土

を

一

新

し

て

公

務

人

と

し

た

。
そ

の
後
、 

明

治

ニ

(
一
八
六
九
)
年

三

月

七

日

に

、
貢
士
対

策

所

の

後

身

と

し

て

公

議

所
が
設
置
さ
れ
た
六
七
。

公

議

所

は

、
改

称

後

の

集

議

院

と

し

て

の

期

間

も

含

め

て

、
約
一
年
半
の
 

間

に

の

ベ

四

◦

回

開

か

れ

、

そ

こ

で

行

わ

れ

た

議

論

は

徳

川

家

の

処

分

、
廃
 

刀

令

、
外

国

交

際

、
版

籍

奉

還

な

ど

と

、
明
治
政
府
の
主
要
案
件
で
ぁ
る
 

し

か

し

、

こ

こ

に

お

け

る

議

論

は

欧

化

急

進

派

と

反

欧

化

派

に

分

か

れ

て

対

 

立

し

、

次

第

に

政

府

の

開

国

和

親

と

公

議

所

の

反

欧

化

と

い

う

対

立

構

造

が

 

生

じ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

こ

れ

に

ょ

り

、

明

治

政

府

の

意

図

す

る

「
公
議
」 

と

公

議

所

に

て

輿

論

を

形

成

し

た

結

果

と

し

て

浮

上

し

た

「
公

議

」

が
異
な
 

る

も

の

と

な

つ

た

の

で

あ

る

。

下

局

は

、

上

局

の

欧

化

急

進

派

を

取

り

除

く

人

事

を

し

た

う

え

で

、
実
質
 

的

な

決

定

権

を

剥

奪

し

、
権

威

機

構

と

し

た

形

で

八

月

ニ

〇

日
に
集
議
院
へ
 

と

改

組

さ

れ

た

。

政

治

機

構

と

し

て

の

機

能

が

弱

ま

っ

た

集

議

院

は

公

論

空
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間

と

し

て

機

能

す

る

こ

と

な

く

、

明

治

三

二

八

七

〇

)
年
九
月
八
日
に
閉

院
と
な
つ
た
六
丸
。

公

議

所

の

存

在

は

、
「
公

議

輿

論

」
を

担

う

こ
と
で
明
治
政
府
の
正
統
性
を
 

諸

侯

に

認

め

さ

せ

る

こ

と

に

意

義

が

あ

つ

た

。
し
か
し
、
大

久

保

利

通

が

「
公
 

議
府
な
と
無
用
之
論
多
ク
未
今
日
之
御
国
体
ニ
ハ
適
し
申
ま
し
く
候
セ

0

」

と
述
 

ベ

た

よ

う

に

、
政

府

は

公

議

所

に

は

、

輿

論
を
形
成
す
る
能
力
が
な
い
と
み
 

な

し

、

公

論

空

間

と

し

て

不

適

と

み

な

す

こ

と

で

政

府

主

導

の

公

議

創

出

を

 

目

指

し

た

。

加

え

て

、

公
議
所
無
用
論
が
唱

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

つ

た

の

は

 

五

月

に

箱

館

戦

争

が

終

結

し

て

幕

府

の

残

党

が

潰

え

た

後

で

あ

り

、
集
議
院
 

の

廃

止

は

版

籍

奉

還

後

で

あ

る

と

い

う

二

つ

の

出

来

事

か

ら

、

政
府
が
公
議
 

所

の

設

置

と

い

う

形

で

「
公

議

輿

論

」

の
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
諸
侯
に
知
 

ら

し

め

、

政

権

の

正

統

性

を

主

張

す

る

必

要

が

な

く

な

つ

た

と

い

う

こ

と

も

 

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

政

府

に

お

け

る

対

立

は

国

家

の

不

安

定

を

内

外

に

認

 

知

さ

せ

て

し

ま

う

も

の

で

あ

り

、

公
議
所
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
対
立
の
 

隠

蔽

を

求

め

た

と

も

推

察

で

き

る

。

「
公

議

輿

論

」

に

よ

る

政

治

は

、

明

治

政

府

の

基

本

方
針
と
し
て
掲
げ
ら
 

れ

た

も

の

の

、
国

家

全

体

で

共

通

し

た

「
公

議

」

を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
 

で

あ

る

と

い

う

問

題

と

、
「
輿

論

」
の
形
成
に
足
る
人
材
が
不
足
し
て
い
る
と
 

い
う
現
状
か
ら
、

一
時
的
に
降
ろ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
。

公

議

所

の

廃

止

に

よ

り

、

政

府

主

導

で

「
公

論

」

を
創
出
す
る
と
い
う
こ

と

に

決

し

た

も

の

の

、

公

議

所

と

い

う

「
輿

論

」

を
吸
い
上
げ
る
場
が
な
く
 

な

っ

た

こ

と

に

よ

り

、

政

府

批

判

が

激

化

し

、

政

府

の

「
公

議

」

と
在
野
の
 

「
輿

論

」

と

い

う

対

立

構

造

が

明

治

政

府

の

抱

え

る

大
き
な
問
題
と
し
て
残
 

さ

れ

る

。

公

論

空

間

を

制

度

と

し

て

確

立

す

る

た

め
に
も
、
政
体
書
で
は
な
 

く

憲

法

に

よ

っ

て

国

家

体

制

を

構

築

す

る

必

要

が

あ

り

、
「
公

議

輿

論

」
を
巡
 

る

問

題

の

解

決

は

政

府

の

議

会

政

治

と

憲

法

へ

の

理

解

を

待

つ

こ

と

と

な

る

。

(
2
)
攘
夷
の
行
く
末

明

治

を

迎

え

た

後

も

「
尊

王

攘

夷

」

運

動

は

「
小

攘

夷

」

と

「
大

攘

夷

」

の
対
立
を

残

し

て

い

た

。
慶

應

四

二

八

六

八

)
年

に

神

戸

事

件

、
堺

事

件

、 

パ

ー

ク

ス

襲

撃

事

件

と

極

端

な

排

外

運

動

が

多

発

し

て

お

り

、
政
府
指
導
者
 

層

の

間

で

は

「
大

攘

夷

」

の
意
識
が
強

か

っ

た

が

、
「
小

攘

夷

」
的
思
想
も
強
 

く
残
っ
て
い
た
七
一
。
木
戸
孝

允

は

当

時

の

情

勢

を

ふ

ま

え

て

以

下

の

よ

う

に

 

建

白

書

を

起

草

し

て

い

る

。

天
顔
候
次
第
有
之
候
処
維
新
之
日
尤
浅
く
御
主
意
未
普
く
通
徹
不
致
諸
藩
尚
 

方
向
を
異
に
し
随
て
草
莽
輩
も
攤
身
却
て
国
家
之
禍
害
を
醸
成
し
屢
誤
方
向
 

候
者
も
現
に
不
少
国
家
之
不
幸
不
容
易
且
於
彼
等
も
憫
然
之
至
候
仰
き
願
く
 

は
前
途
之
大
方
向
を
被
為
定
セ
ー
一

最

終

的

に

五

箇

条

の

御

誓

文

の

条

文

を

作

成

し

た

木

戸

は

、

天
皇
を
頂
く
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新

政

府

が

開

国

を

国

是

と

し

て

示

す

こ

と

に

ょ

り

、

国
家
の
方
針
を
内
外
に
 

明

確

に

知

ら

し

め

る

と

と

も

に

、
「
小

攘

夷

」
の
尊
王
運
動
と
し
て
の
意
味
を
 

剥
奪
し
て
鎮
静
化
さ
せ
る
こ
と
を
朝
廷
に
建
言
し
た
七
三
。
五
箇
条
の
御
誓
文
 

に

は

第

五

条

に

て

「
知
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
大
ニ
皇
基
ヲ
振
起
ス
ペ
シ
」
と
示
さ
 

れ
て
い
る
七
四
。
政

府

首

脳

部

で

さ

え

も

当

初

は

「
開

国

和

親

」
と

「
尊
王
攘
 

夷

」

で
意
見
が
分
裂
し
て
お
り
七
五
、
そ

の

対

立

は

、
前
述
の
公
議
所
に
お
い
 

て

も

問

題

と

な

つ

て

い

た

。

政

府

の

見

解

の

例

と

し

て

、

大
久
保
利
通
の
富
 

国

強

兵

論

が

挙

げ

ら

れ

る

。

英
ノ
富
強
ナ
ル
所
以
ヲ
知
ル
二
足
ル
ナ
リ
。
殊
ニ
蘇
格
蘭
ハ
人
質
風
俗
ヲ
異
 

ニ
シ
や
や
淳
朴
ノ
風
有
リ
。

山
川
地
形
ハ
我
国
ノ
風
景
ニ
彷
彿
ト
シ
テ
佳
絶
 

ヲ
極
タ
リ
。

凡
右
首
府
々
々
ノ
貿
易
或
ハ
エ
作
ノ
盛
大
ナ
ル
五
十
年
以
来
ノ
 

事
ナ
ル
ヨ
シ
。
然

レ

ハ
皆
蒸
気
車
発
明
ア

ッ

テ
后
ノ
義
ニ
テ
世
ノ
開
化
ヲ
進
 

メ
貿
易
ヲ
起
ス
モ
半
ハ
汽
車
ニ
基
ス
ル
ト
相
見
得
候
ナ
リ

Sハ
。

大

久

保

の

渡

英

中

の

書

見

に

あ

る

ょ

ぅ

に

、
■政

府

指

導

者

層

の

認

識

は

、 

岩

倉

遣

欧

使

節

団

の

渡

欧

を

経

て

、

欧
米
列
強
と
対
等
に
交
渉
す
る
た
め
に
 

近

代

化

を

進

め

る

必

要

を

悟

り

、
急

速

に

「
富

国

強

兵

」
と

い

う

「
大

攘

夷

」 

へ
と
統
一
さ
れ
る
が
、
「
尊

王

攘

夷

」
の
意
志
は
、
統
一
国
家
形
成
の
旗
印
と
 

し

て

の

役

目

を

果

た

し

た

後

も

排

外

思

想

や

保

守

思

想

と

な

つ

て

明

治

の

禍

 

根

と

な

つ

た

。

「
小

攘

夷

」
的

運

動

は

政

府

の

主

導

す

る

急

進

的

欧

化

政

策

に

反

発

し

て

、 

政

府

要

人

暗

殺

と

い

う

形

で

も

発

生

し

た

。

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
天
皇
 

制

の

否

定

と

い

う

事

実

無

根

の

名

目

に

よ

っ

て

横

井

小

楠

が

十

津

川

郷

士

に

 

暗

殺

さ

れ

る

と

い

う

事

件

も

明

治

ニ

(
一
八
六
九
)

年

に

起

こ

っ

て

お

り

、 

攘

夷

運

動

は

反

政

府

的

か

つ

保

守

的

性

質

を

強

く

持

っ

た

テ

ロ

リ

ズ

ム

と

化

 

し
て
い
た
七
气

「
小

攘

夷

」

的

運

動

の

中

で

も

特

に

大

き

な

も

の

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

の

 

が

熊

本

の

敬

神

党

で

あ

る

セ

へ

敬

神

党

は

極

端

な

保

守

主

義

に

基

づ

く

皇

国

 

思

想

と

国

体

維

持

を

主

張

し

て

お

り

、

本
居
学
に
近
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
 

た
。

そ

れ

故

に

、

政

府

の

欧

化

政

策

を

亡

国

へ

の

道

と

み

な

し

て

激

し

く

批

判
し
た
七
丸
。

一
、
当
路
に
建
白
し
て
非
政
を
改
め
し
め
ん
と
す
る
事
。

ニ
、
刺
客
と
な
り
、
当
路
の
奸
臣
を
斃
す
事
<
〇
。

敬

神

党

は

、

政

治

的

行

動

に

よ

る

主

張

の

み

な

ら

ず

、
要
人
暗
殺
と
い
う
 

テ

ロ

行

為

を

も

方

針

と

し

て

取

り

入

れ

て

お

り

、

他
の
士
族
の
反
乱
と
は
一
 

線

を

画

し

た

、

尊

王

攘

夷

運

動

と

し

て

神

風

連

の

乱

を

起

こ

す

に

至

る

<

一
。

明

治

政

府

は

、
「
尊

王

攘

夷

」
を
統
一
国
家

形

成

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

と

し

て

利

 

用

し

た

も

の

の

、
思

想

の

落

と

し

所

を

つ

く

る

こ

と

が

で

き

な

か
つ
た
。
「
小
 

攘

夷

」

に

よ

る

過

激

な

運

動

は

外

国

人

の

内

地

雑

居

問

題

が

残

り

続

け

る

。
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「
小

攘

夷

」

を

解

消

す

る

に

は

、

日

本

が

列

強

に

比

肩

し

得

る

こ

と

を

内

外

 

に
知

ら

し

め

る

と

共

に

、

.民

衆

の

意

識

改

革

を

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

り

、 

「
富

国

強

兵

」

に

よ

り

国

の

独

立

を

守

り

抜

い

た

日

清

.
日
露
の
勝
利
に
て
 

直

接

的

な

外

敵

の

脅

威

を

取

り

払

う

こ

と

で

よ

う

や

く

解

決

し

得

る

問

題

で

 

あ

っ

た

。

(
3
)
理
想
の
意
義

倒

幕

に

お

い

て

は

、

大

義

名

分

と

し

て

役

割

を

果

た

し

た

理

想

で

あ

っ

た

 

が

、
倒

幕

を

正

統

化

し

た

論

理

は

、

同

様

に

新

政

府

へ

の

批

判

と

し

て

も

使

 

わ

れ

得

る

も

の

で

あ

っ

た

。

国

是

を

五

箇

条

の

御

誓

文

に

示

し

、

政
体
書
に
 

て

新

国

家

体

制

を

構

築

し

て

国

是

に

基

づ

い

た

国

家

運

営

を

目

指

し

た

が

、 

「
公

議

輿

論

」

と

「
尊

王

攘

夷

」

と

も

に

理

想

と
現
実
の
差
と
い
う
問
題
に
 

ぶ

つ

か

る

。

「
公

議

輿

論

」

は
、

政

府

の

意

図

す

る

「
公

議

」

と

「
輿

論

」

に

よ

っ

て

 

つ

く

ら

れ

た

「
公

議

」

が
異

な

る

と

い

う

問

題

が

生

じ

た

。

こ

れ

に

対

し

、 

政

府

が

「
輿

論

」

の

形

成

を

未

成

熟

と

し

て

否

定

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

政
 

府

の

意

図

す

る

「
公

議

」

に

よ

る

政

治

を

推

し

進

め

る

の
だ
が
、

在
野
の
有
 

志

か

ら

は

「
公

議

」

と

み

な

さ

れ

な

い

が

故
に
、

政

府

は

「
有

司

専

制

」

と
 

非

難

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。

「
尊

王

攘

夷

」

は
、

倒

幕

と

い

う

動

乱

の
時
期
に
は
民
心
を
統
合
す
る
ェ

ネ

ル

ギ

ー

と

し

て

使

わ

れ

た

が

、

そ
の
際
に
多
義
性
の
統
一
が
行
わ
れ
な
か
 

つ
た
た
め
、

政

府

内

で

も

見

解

の

齟

齬

が

生

じ

た

。

西
洋
の
文
物
に
触
れ
る
 

機

会

を

得

た

政

府

指

導

者

及

び

識

者

層

は

開

国

和

親

路

線

を

支

持

し

、
富
国
 

強

兵

に

よ

る

不

羈

独

立

を

維

持

す

る

結

果

と

し

て

の

「
尊

王

攘

夷

」
、
つ
ま
り
 

「
大

攘

夷

」

を

目

指

す

が

、

急

進

的

欧

化

政

策

へ

の

反

発

か

ら

生

じ

る

「
小
 

攘

夷

」
は

在

野

に

強

く

残

る

こ

と

と

な

つ

た

。
こ
れ
に
は
、
政

府

が

「
輿

論

」 

の

抽

出

を

否

定

し

た

こ

と

も

あ

り

テ

ロ

リ

ズ

ム

的
行
為
で
し
か
不
平
不
満
 

の

発

露

が

叶

わ

な

か

つ

た

こ

と

も

関

係

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

ぅ

。

幕

末

か

ら

の

流

れ

を

ふ

ま

え

て

考

察

す

る

と

、

「
公

議

輿

論

」
と

「
尊
王
壤
 

夷

」

は
当
初
は
、
幕

府

支

持

の

文

脈

で

語

ら

れ

、
幕
府
の
正
統
性
を
擁
護
す
 

る
も

の

と

し

て

扱

わ

れ

た

。

し

か

し

、
幕

府

の

意

図

を

離

れ

て

思

想

を

用

い

 

る

こ

と

に

よ

り

、

倒

幕

を

正

当

化

さ

せ

る

論

理

を

成

立

さ

せ

た

。

同

時

に

、 

新

政

府

は

、
天

皇

を

頂

い

て

い

る

こ

と

に

よ

り

日

本

に

お
け
る
思
想
体

系

の

 

源

を

有

し

て

は

い

る

も

の

の

、

「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」
を
遵
守
す
る
 

こ

と

が

求

め

ら

れ

た

。

政

府

批

判

の

背

景

に

は

、
制

度

改

革

に

よ

る

既
得
権
益
の
消
失
か
ら
生
じ
 

る

不

満

も

あ

つ

た

の

で

あ

ろ

ぅ

が

、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」
は
い
ず
 

れ

も

不

平

不

満

を

正

統

化

す

る

論

拠

に

な

り

得

た

。
無

論

、
思
想
は
権
力
や
 

武

力

と

結

び

つ

か

な

け

れ

ば

実

質

的

な

力

は

発

揮

し

得

な

い

が

、

そ
れ
ら
を
 

有

す

る

も

の

を

動

か

す

原

動

力

に

は

成

り

得

る

と

い

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ
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う

か

。
「
公

議

輿

論

」

は

政

府

の

国

是

と

合

致

し

、
本
来
な
ら
ば
遵
守
さ
れ
る
べ
 

き

も

の

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

政

府

の

意

図

に

よ

り

退

け

ら

れ

た

。

一 

方

、
「
尊

王

攘

夷

」
は

国

是

と

は

反

す

る

も

の

で

あ

り

、
小
攘
夷
は
天
皇
の
意
 

思

に

反

す

る

も

の

で

あ

る

か

ら

尊

王

か

ら

も

離

れ

て

し

ま

う

も

の

で

あ

る

が

 

変

革

に

対

す

る

反

動

と

し

て

残

存

し

た

。

加

え

て

、

輿

論

に
よ
る
公
議
創
出
 

の

空

間

が

成

立

し

な

か

つ

た

こ

と

が

、

小

攘

夷

運

動

を
非
合
法
的
手
段
へ
と
 

走

ら

せ

た

。

政

府

は

二

つ

の

理

想

の

双

方

よ

り

批

判

を

受

け

た

が

、

政
府
に
 

も

理

想

に

基

づ

く

論

理

は

あ

り

、

同
時
に
統
一
政
権
と
し
て
力
を
有
し
て
い
 

た

た

め

、

新

国

家

体

制

を

構

築

し

て

国

家

を

存

続

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

。

加

え

て

、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」
は
と
も
に
天
皇
に
由
来
す
る
思
 

想

で

あ

る

。

幕

末

に

公

武

合

体

を

目

指

し

た

幕

府

と

は

異

な

り

、

明
治
政
府
 

が

始

ま

り

か

ら

天

皇

を

頂

い

て

い

た

と

い

う

こ

と

は

、
在
野
が
新
政
府
を
思
 

想

的

に

完

全

否

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

要

素

と

な

つ

て

い

る

の

で

は

 

な

い

か

と

推

察

さ

れ

る

。

お
わ
り
に

「
公

議

輿

論

」

と
.
「
尊

王

攘

夷

」

と

い

う

、
幕

末

維

新

期

に

「
正

義

」

と
 

し

て

掲

げ

ら

れ

た

二

つ

の

理

念

を

、

思

想

の

起

源

ま

で

遡

り

、

明
治
に
理
想
 

と

現

実

が

接

点

を

持

つ

時

点

ま

で

を

通

し

て

み

て

き

た

。

思
想
そ
の
も
の
が

異

な

る

も

の

に

変

化

す

る

と

い

う

こ

と

は

な

か

つ

た

。

ま
た
、

思
想
が
歴
史
 

事

象

の

直

接

的

な

原

因

と

い

う

訳

で

は

な

い

の

だ

ろ

う

。

し

か
し
、
思
想
を
 

認

識

す

る

人

間

は

、

そ

の

時

代

状

況

や

政

治

的

立

場

に

よ

っ

て

異

な

り

、
思
 

想

の

扱

わ

れ

る

文

脈

も

変

化

し

て

い

く

。

思

想

を

み

る

こ

と

で

明

ら

か

に

な

る

の

は

、

出

来

事

の

要

因

で

は

な

く

、 

歴

史

を

動

か

し

た

人

々

の

意

図

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

政
治
的
行
動
の
際
に
 

思

想

を

唱

え

る

と

い

う

こ

と

は

、
自

身

の

行

動

の

正

統

化

、

あ
る
い
は
他
者
 

の

行

動

の

批

判

を

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

思
想
が
多
義
性
を
有
す
る
も
 

の
で
あ
れ
ば
、
思

想

を

巡

る

議

論

が

盛

ん

に

行

わ

れ

、
各
々
の
思
想
に
よ
る
 

行

動

の

差

異

が

発

生

し

得

る

。

幕

末

で

は

思

想

は

国

体

を

守

る

傾

と

新

し

->

 国
体
を
倉
る
很
双
方
で
 

唱

え

ら

れ

た

。
思

想

の

名

前

は

共

通

し

て

い

た

が

、

そ
の
文
脈
は
異
な
る
も
 

の
で
あ

っ

た

と

い
え
る
。

政

治

的

に

は

幕

府

と

薩

長

は

拮

抗

し

て

い

た

が

、 

幕

府

に

代

わ

る

思

想

の

担

い

手

と

し

て

の

論

拠

を

明

確

に

し

た

上

で

、

政
治
 

的

•
軍

事

的

勝

利

を

収

め

る

こ

と

に

よ

り

、
正
統
な
政
府
と
し
て
成
立
で
き
 

た
。維

新

期

で

は

、

政

府

と

在

野

で

同

様

の

対

立

が

生

じ

た

が

、

在
野
で
は
反
 

政

府

組

織

と

し

て

の

思

想

的

統

一

が

な

さ

れ

て

お

ら

ず

、

新
政
府
に
代
わ
る
 

思

想

の

担

い

手

と

し

て

は

新

た

な

勢

力

が

台

頭

す

る

こ

と

は

な

か

つ

た

。

さ
 

ら
に
、
「
公

議

輿

論

」
と

「
尊

王

攘

夷

」
は
共
に
天
皇
の
権
威
に
由
来
す
る
思
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想

で

あ

り

、

明

治

政

府

は

天

皇

を

推

戴

し

た

上

で

自

身

の

文

脈

で

論

理

を

成

 

立

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

た

。

勝

者

に

も

敗

者

に

も

論

理

が

あ

り

、

目

的
に
応
じ
て
自
身
の
文
脈
で
論
理
 

を

創

り

、

そ

れ

を

よ

り

強

く

推

し

通

す

こ

と

が

で

き

た

方

が

勝

者

と

な

る

の

 

だ

ろ

ぅ

。

政

治

力

と

武

力

が

な

け

れ

ば

思

想

を

推

し

通

す

こ

と

は

で

き

な

い

 

が
、

思

想

が

な

け

れ

ば

政

治

的

勝

利

を

し

た

と

こ

ろ

で

一

時

的

な

状

態

に

し

 

か

な

り

得

ず

、
い

ず

れ

は

敗

者

と

な

る

。
幕

末

•
維

新

期

に

お

け

る

思

想

は

、 

政

治

的

行

動

に

論

拠

を

持

た

せ

る

こ

と

で

、
行
為
の
進
展
を
促
進
さ
せ
る
と
 

と

も

に

、

政

権

を

確

立

、
維

持

し

て

新

し

い

国

づ

く

り

を

支

え

る

も

の

で

あ

つ
た
。

一

原

ロ

清

「近
代
天
皇
制
成
立
の
政
治
的
背
景
—
幕
末
中
央
政
局
の
基
本
的
動
向
に
関
 

す
る
一
考
察
—
」
『近
代
天
皇
制
の
成
立
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
。

一
一
井
上
勲
「幕

末

.
維
新
期
に
お
け
る
「公
議
輿
論
」
観
念
の
諸
相
—
近
代
日
本
に
お
 

け
る
公
権
力
形
成
の
前
史
と
し
て
の
試
論
—
」
『思
想
』
六
〇
九
号
、
三
五
四
〜
三
六
七

頁
。

三

国

家

学

会

『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』
有
斐
閣
、

一
九
一
九
年
、

一
七
頁
。

四

大

川

真

「後
期
水
戸
学
に
お
け
る
思
想
的
転
回
—
会
沢
正
志
斎
の
思
想
を
中
心
に
—
」 

『
日
本
思
想
学
』
六
七
号
、

一
一
ニ
〜
一
二
八
頁
。
尾
藤
正
英
「尊
王
攘
夷
思
想
の
原
型
 

—
本
居
宣
長
の
場
合
—
」
『季
刊
日
本
思
想
史
』

一
三
号
、

一
〇
〇
〜
一
一
四
頁
。

五
前
掲
、
井

上

「幕

末

•
維
新
期
に
お
け
る
「公
議
輿
論
」
観
念
の
諸
相
」。

六

遠

山

茂

樹

『
明
治
維
新
と
現
代
』
岩
波
新
書
、

一
九
六
八
年
、
四
章
。

七
前
掲
、
大

川

「後
期
水
戸
学
に
お
け
る
思
想
的
転
回
」。

<

藤

田

幽

谷

「正
名
論
」
『
日
本
思
想
大
系
』
五
三
巻
、

一
九
七
三
年
、

一
〇
頁
。

九
前
掲
、
大

川

「後
期
水
戸
学
に
お
け
る
思
想
的
転
回
」。

一
〇

同
右
。

=

前
掲
、
藤

田

「正
名
論
」

一
三
頁
。

E
藤

田

東

湖

「弘
道
館
記
述
義
」
『
日
本
思
想
大
系
』
五
三
巻
、

一
九
七
三
年
、
二
八
 

九

〜

ニ

九

〇

頁

。

一一-一
前
掲
、
大

川

「後
期
水
戸
学
に
お
け
る
思
想
的
転
回
」。

一
四
同
右
。

i
会
沢
正

志

斎

「新
論
」
『
日
本
思
想
大
系
』
五
三
巻
、

一
九
七
三
年
、
五
六
頁
。

H

ハ
前
掲
、
井

上

「幕

末

.
維
新
期
に
お
け
る
「公
議
輿
論
」
観
念
の
諸
相
」。

一

b
同
右
。

一 

<

吉

田

松

陰

「入
江
杉
蔵
宛
」
『
日
本
思
想
大
系
』
五
四
巻
、

一
九
七
八
年
、
三
九
〇

頁
。

I

九
本
居
宣
長
.
平

田

篤

胤

『直
毘
霊
•
馭
戎
慨
言
.
雲
能
真
柱
』
有
朋
堂
文
庫
、

一
九
 

ニ
七
年
、

一
頁
。

■
0
同
右
、
ニ
ニ
頁
。

•
=
尾
藤
正
英
「尊
王
攘
夷
思
想
の
原
型
—
本
居
宣
長
の
場
合
—
」
『季
刊
日
本
思
想
史
』 

一
三
号
、

一
〇
〇
〜
ー
一
四
頁
。

■三

前

掲

、
本

居

『直

毘
霊
.
馭
戎
慨
言
•
霊
能
真
柱
』。

こ
ー
ー
ー
前
掲
、
尾

藤

「尊
王
攘
夷
思
想
の
原
型
」。

.一

H
星

山

京

子

「後
期
水
戸
学
と
「近
代
」
—
会
沢
正
志
斎
を
中
心
に
ー
」
『大
航
海
』
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六

七

号

、

五

八

〜

六

五

頁

。

.
5
前

田

勉

「『新
論
』
の
尊
王
攘
夷
思
想
—
そ
の
術
策
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
日
本
思
想
 

史
研
究
』

一
九
号
、

一
五
〜
三
ニ
頁
。

■
=
ハ
前
掲
、
会

沢

「新
論
」
七
七
頁
。

.一

b
同
右
、
五
一
頁
。

.ー<

芳

賀

登

「国
学
者
の
尊
攘
思
想
—
大
攘
夷
へ
の
道
を
中
心
と
し
て
ー
」
『季
刊
日
本
 

思
想
史
』

一
三
号
、
五
八
〜
七
七
頁
。

ニ
九
同
右
。

コー

o
前
掲
、
芳

賀

「国
学
者
の
尊
攘
思
想
」。

5

林
屋
辰
三
郎
『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

•
維
新
』
大
阪
書
籍
、
第
六
巻
、

一 

五

四

〜

一

五

五

頁

。

"三

前

掲

、
井

上

「幕

末

•.維
新
期
に
お
け
る
「公
議
輿
論
」
観
念
の
諸
相
」。

一-ご
こ
畦
地
享
平
「幕
末
に
お
け
る
「公
議
政
体
論
」
の
展
開
」
『論
集
日
本
歴
史
』
四
四
 

号

、

ニ

七

一

〜

二

八

六

頁

。

三
四
同
右
。

"
5
日
本
史
籍
協
会
『阿
部
正
弘
事
蹟
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
巻
、

一
九
一
〇
年
、

一 

ニ
四
頁
。

=エ
ハ
前
掲
、
井

上

「幕

末

.
維
新
期
に
お
け
る
「公
議
輿
論
」
観
念
の
諸
相
」
。

三
ヒ
前
掲
、
日
本
史
籍
協
賛
会
『阿
部
正
弘
事
蹟
』

一
巻
、

一
三
八
頁
。

三
八
橋
本
左
内

r

西
洋
事
情
書
」
『
日
本
思
想
大
系
』
岩
波
書
店
、
五
五
巻
、
五
九
〇
頁
。

-完

橋

本

左

内

「為
政
大
要
」
同
右
、
五
三
四
頁
。 

a
o

横

井

小

楠

「立
花
舂
岐
宛
」
同
右
、
四
七
六
頁
。

5

前
掲
、
原

ロ

「近
代
天
皇
制
成
立
の
政
治
的
背
景
」
。

b

こ
前
掲
、
林

屋

『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

•
維
新
』
第
六
巻
、

一
四
四
〜
一
四

五
頁
。

I一 
前
掲
、
原

ロ

「近
代
天
皇
制
成
立
の
政
治
的
背
景
」。

四

a

横
井
小
楠
「新
政
に
付
て
春
嶽
に
建
言
」
『
日
本
思
想
大
系
』
岩
波
書
店
、
五
五
巻
、 

四
六
六
頁
。

四

w

稲

田

正

次

『
明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
第
一
章
、
有
斐
閣
、

一
九
六
〇
年
。

5
ハ
前
掲
、
畦

地

「幕
末
に
お
け
る
「公
議
政
体
論
」
の
展
開
」。

四
ヒ
坂
本
龍
馬
「新
政
府
綱
領
八
策
」
『坂
本
龍
馬
関
係
文
書
』

一
巻
、

一
九
二
六
年
、

ニ

九

七

頁

。

西
<

前
掲
、
畦

地

「幕
末
に
お
け
る
「公
議
政
体
論
」
の
展
開
」。

西
九
尾
佐
竹
猛
『
坂
本
龍
馬
由
利
公
正
集
』
誠
文
堂
新
光
社
、

一
九
三
五
年
、
六
一
頁
。 

五

o
前
掲
、
林

屋

『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

.
維
新
』
第
六
巻
、
七
ニ
頁
。

S-
前
掲
、
日
本
史
籍
協
会
『
阿
部
正
弘
事
蹟
』
第
一
巻
。

5
一
徳
川
斉
昭
「徳
川
斉
昭
意
見
書
(嘉
永
六
年
七
月
八
日
)」
『史
料
大
系
日
本
の
歴
史
 

幕

末

.
維
新
』
大
阪
書
店
、
第
六
巻
、
七
ニ
頁
。

f一 
前
掲
、
林

屋

『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

.
維
新
』
第
六
巻
、
七
三
頁
。

五

a

前
掲
、
日
本
史
籍
協
会
『阿
部
正
弘
事
蹟
』
第
一
巻
。

五

E
前
掲
、
芳

賀

「国
学
者
の
尊
攘
思
想
」。

五
六
同
右
。

五
ヒ
高
杉
晋
作
「破
約
攘
夷
論
」
『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

•
維
新
』
.第
六
巻
、

ニ
ニ
〇

〜

ー

三

一

頁

。

久

坂

玄

瑞

「解
腕
痴
言
」
『史

料

大

系

日

本

の

歴

史

幕

末

.
維
新
』
第
六
巻
、
ニ

〇

六

頁

。
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E九
前
掲
、
芳

賀

「国
学
者
の
尊
攘
思
想
」。

六
◦

前
掲
、
稲

田

『明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
第
一
章
。

六
)
前
掲
、
国

家

学

会

『明
治
憲
政
経
済
史
論
』

一
四
頁
。

六一

I

前
掲
、
稲

田

『
明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
第

-
章
。

$
ー
前
掲
、
国

家

学

会

『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』

ー
七
頁
。

六

a

前
掲
、
稲

田

『明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
第
一
章
。

六
五
同
右
。

六
」ハ
山
崎
有
恒
「「公
議
」
抽
出
機
構
の
形
成
と
崩
壊
—
公
議
所
と
集
議
院
—
」
『幕
末
維
 

新
論
集
維
新
政
権
の
成
立
』
第
六
巻
、

一
六
一
〜
一
八
九
頁
。

六
ヒ
同
右
。

六
八
同
右
。

六
九
同
右
。

七

o
日
本
史
籍
協
会
『大
久
保
利
通
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、
三
巻
、

一
九
二
八
年
、 

一
九
七
頁
。

七

一

前
掲
、
稲

田

『明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
第
一
章
。

七
こ
日
本
史
籍
協
会
『木
戸
孝
允
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、
八
卷
、

一
九
三
◦
年
、
三
 

四
頁
。

S一
石
井
孝
『明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
。

七
四
前
掲
、
国

家

学

会

『明
治
憲
政
経
済
史
論
』

一
七
頁
。

七
2

前
掲
、
山

崎

「「公
議
」
抽
出
機
構
の
形
成
と
崩
壊
/

Sハ
前
掲
、
日
本
史
籍
協
会
『大
久
保
利
通
文
書
』
四
巻
、
四
六
八
頁
。

七

b
徳
富
猪
一
郎
『近
世
日
本
国
氏
神
風
連
の
事
変
』
九
四
巻
、
時
事
通
信
社
出
版
局
、 

一
九
六
ニ
年
。

七

<

 
前
掲
、
芳

賀

「国
学
者
の
尊
王
攘
夷
—
大
攘
夷
へ
の
道
を
中
心
と
し
て
—
」 

七
*

小
早
川
秀
雄
『血
史
熊
本
敬
神
党
』
隆
文
館
、

一
九
一
〇
年
。

<

o
同
右
、
ニ
九
頁
。

ご

前

掲

、
徳

富

『近
世
日
本
国
氏
神
風
連
の
事
変
』。
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