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本
書
は
︑
明
治
維
新
前
後
の
日
本
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点

か
ら
検
討
し
た
論
文
集
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
適
用
し
た

維
新
研
究
は
︑
今
世
紀
に
入
り
増
え
て
い
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

の
中
に
は
︑
一
国
史
的
な
歴
史
叙
述
に
批
判
的
な
結
果
︑
国
民
国
家
に
と
っ

て
周
縁
的
で
あ
っ
た
テ
ー
マ
を
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
研
究
も
あ
る
が
︑

本
書
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
得
た
知
見
が
日
本
の
国
民
国
家
形

成
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
か
を
再
考
す
る
こ
と
へ
の
関
心
が
強

い
︒

　
そ
れ
だ
け
に
︑
国
単
位
の
外
交
史
や
比
較
史
に
近
い
章
も
あ
る
︒
単
著
で

あ
れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
の
兼
ね
合
い
に
頭
を
悩
ま
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
論
文
集
で
あ
る
た
め
︑
各
著
者
の
個
性

に
応
じ
て
多
様
な
可
能
性
を
尋
ね
て
い
る
︒
良
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
最
初
の
二
つ
の
章
は
特
に
面
白
い
︒

　
マ
ー
ク
・
メ
ツ
ラ
ー
（
第
一
章
）
は
︑
開
国
し
た
日
本
が
輸
出
に
成
功
し

た
理
由
を
広
い
視
野
で
説
明
す
る
︒
一
八
五
〇
年
代
︑
英
国
は
ア
ロ
ー
号
事

件
を
契
機
に
︑
清
朝
に
揚
子
江
沿
岸
を
開
港
さ
せ
る
︒
さ
ら
に
イ
ン
ド
大
反

乱
を
鎮
圧
し
て
本
格
的
な
植
民
地
化
を
断
行
し
︑
鉄
道
敷
設
を
加
速
さ
せ
た
︒

こ
う
し
て
中
印
の
内
地
が
世
界
市
場
に
結
合
さ
れ
︑
ア
ジ
ア
貿
易
が
拡
大
す

る
中
で
日
本
は
開
国
で
き
た
︒
加
え
て
米
国
で
は
一
八
六
一
年
に
南
北
戦
争

が
勃
発
し
︑
北
軍
に
よ
る
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
南
部
か
ら
の
綿
花
輸
出
が
滞

り
︑
日
本
の
綿
花
が
歓
迎
さ
れ
た
︒

　
逆
に
南
北
戦
争
の
終
焉
は
世
界
的
な
生
産
過
剰
と
恐
慌
を
招
い
た
︒
バ
ブ

ル
に
懲
り
た
英
国
は
︑
中
央
銀
行
制
度
を
創
設
す
る
︒
日
本
が
深
刻
な
打
撃

を
受
け
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
経
済
の
混
乱
に
よ
り
幕
府
の
統
治
能
力
は
致
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命
傷
を
こ
う
む
り
︑
維
新
を
ま
た
い
で
一
八
八
〇
年
代
ま
で
輸
入
超
過
の
基

調
が
続
く
︒
開
港
時
の
日
本
の
貿
易
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
描
い
た
︑
優

れ
た
パ
ノ
ラ
マ
で
あ
る
︒

　
日
本
の
鎖
国
の
発
端
は
︑
貿
易
の
制
限
以
上
に
︑
日
本
人
の
海
外
渡
航
の

禁
止
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
の
打
破
に
寄
与
し
た
の
が
︑
米
国
の
捕
鯨
業
で
あ
っ

た
と
ノ
エ
ル
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
第
二
章
）
は
指
摘
す
る
︒

　
一
八
四
〇
年
代
に
は
︑
北
太
平
洋
が
世
界
に
残
さ
れ
た
最
も
有
望
な
捕
鯨

場
と
な
っ
て
い
た
︒
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
率
い
る
黒
船
艦
隊
が
日
本
に
来
航

し
た
際
︑
捕
鯨
船
へ
の
補
給
を
強
く
求
め
た
︒
函
館
と
下
田
を
開
か
せ
た
の

も
︑
捕
鯨
船
に
と
っ
て
便
宜
な
位
置
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
タ
ウ
ン
ゼ
ン

ト
・
ハ
リ
ス
は
修
好
通
商
条
約
の
協
定
関
税
を
起
草
す
る
際
︑
捕
鯨
船
へ
の

補
給
を
制
約
し
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
た
︒

　
日
本
は
物
資
だ
け
で
な
く
︑
乗
組
員
の
補
給
地
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
︒

函
館
の
奉
行
も
協
力
的
だ
っ
た
︒
外
洋
航
海
の
技
術
を
習
得
で
き
る
か
ら
で

あ
る
︒
一
八
六
六
年
に
日
本
と
列
国
が
締
結
し
た
改
税
約
書
は
︑
海
外
の
外

国
人
に
雇
わ
れ
た
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
認
め
た
︒
水
夫
の
獲
得
・
提
供
が

一
目
的
だ
っ
た
︒
日
本
の
旅
券
制
度
の
成
立
も
︑
水
夫
の
海
外
渡
航
を
重
要

な
動
機
と
し
て
い
た
︒
知
り
尽
く
し
て
い
た
つ
も
り
の
外
交
史
上
の
定
番
演

目
に
︑
捕
鯨
業
の
観
点
か
ら
の
再
考
が
逐
一
書
き
込
ま
れ
て
お
り
︑
小
気
味

よ
い
︒

　
も
ち
ろ
ん
国
際
環
境
が
直
ち
に
日
本
の
経
済
を
規
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑

国
内
要
因
も
重
要
で
あ
る
︒
サ
イ
モ
ン
・
パ
ー
ト
ナ
ー
（
第
三
章
）
は
︑
甲

州
か
ら
横
浜
に
出
て
投
機
的
に
木
炭
や
蚕
卵
紙
を
外
国
商
人
に
売
り
込
ん
だ

篠
原
忠
右
衛
門
の
人
生
を
辿
っ
て
い
る
が
︑
忠
右
衛
門
が
小
規
模
な
資
本
で

参
戦
で
き
た
の
は
︑
甲
州
で
商
品
作
物
栽
培
と
為
替
金
融
が
成
熟
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
内
と
外
の
間
に
あ
る
一
種
の
時
空
の
ひ
ず
み
を
描
い

て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
フ
ラ
ン
ス
が
普
仏
戦
争
に
惨
敗
し
た
こ
と
は
た
ち

ま
ち
蚕
卵
紙
の
需
要
を
激
減
さ
せ
︑
忠
右
衛
門
を
没
落
さ
せ
た
︒
他
方
で
江

戸
・
横
浜
と
甲
州
の
間
の
情
報
伝
達
に
は
時
間
が
か
か
り
︑
忠
右
衛
門
は
そ

れ
を
利
用
し
て
利
ざ
や
を
稼
い
で
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
本
書
は
︑
海
外
か
ら
の
軍
事
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
ま
ま

日
本
を
激
変
さ
せ
た
と
い
う
叙
述
を
避
け
︑
国
内
要
因
が
介
在
し
た
間
接
的

な
因
果
を
重
視
す
る
︒

　
マ
ー
レ
ン
・
エ
ー
ラ
ス
（
第
五
章
）
は
︑
水
戸
で
蜂
起
し
た
天
狗
党
が
︑

越
前
の
大
野
盆
地
に
侵
入
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
る
︒
兵
力
に
不
安
の
あ
る

大
野
・
松
平
家
が
焦
土
作
戦
を
取
っ
た
こ
と
は
︑
村
々
に
大
き
な
被
害
と
憤

慨
を
も
た
ら
し
た
︒
天
狗
党
を
突
き
動
か
し
た
の
は
攘
夷
論
で
あ
り
︑
そ
こ

に
国
際
的
背
景
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
る
︒
だ
が
こ
の
時
代
の
日
本
人
が

体
験
し
た
戦
争
の
ほ
と
ん
ど
は
対
外
戦
争
で
は
な
く
内
戦
で
あ
り
︑
天
狗
党

は
そ
の
先
駆
け
だ
っ
た
︒
内
戦
だ
か
ら
こ
そ
︑
遭
遇
し
た
大
名
に
は
討
伐
︑

抵
抗
︑
沈
黙
︑
協
力
と
多
様
な
選
択
肢
が
あ
り
︑
選
択
を
誤
る
こ
と
で
権
威

の
低
下
を
招
き
得
た
と
い
え
よ
う
︒
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大
野
で
は
農
兵
も
動
員
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
︑
異
国
船
の
脅
威
が
薄
い
地

域
・
時
期
を
含
め
た
幅
広
い
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
プ
ラ
ッ

ト
（
第
六
章
）
が
説
明
し
て
い
る
︒
佐
久
（
長
野
県
）
の
例
を
見
る
に
︑
そ

れ
は
動
乱
期
の
社
会
秩
序
を
懸
念
し
た
村
の
有
力
者
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を

取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
農
兵
の
た
め
の
資
金
供
出
を
契
機
と
し

た
学
校
の
設
立
と
道
徳
の
再
興
ま
で
構
想
し
て
い
た
︒
プ
ラ
ッ
ト
の
論
文
を

読
む
と
︑
明
治
期
の
国
家
形
成
の
地
方
的
基
盤
を
か
い
ま
み
た
心
地
に
な
る
︒

　
軍
事
的
な
対
外
関
係
を
︑
本
書
が
重
視
す
る
貿
易
の
文
脈
に
戻
し
て
論
ず

る
こ
と
も
で
き
る
︒
本
書
は
ラ
イ
フ
ル
を
中
心
と
し
た
兵
器
輸
入
の
問
題
に

二
章
を
割
い
て
い
る
︒

　
英
国
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
出
身
の
グ
ラ
バ
ー
が
薩
摩
を
仲
介
に
長
州
に

売
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
︑
ハ
ラ
ル
ド
・
フ
ス
（
第
四

章
）
は
独
仏
の
商
人
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
う
な
が
す
︒
そ
の
方
が
︑
薩
長

と
幕
府
・
北
部
同
盟
（
奥
羽
越
列
藩
同
盟
）
の
熾
烈
な
買
い
付
け
競
争
が
浮

か
び
上
が
る
︒
こ
の
競
争
で
幕
府
が
健
闘
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
薩
長
は
性

急
な
王
政
復
古
に
訴
え
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
示
唆
す
る
︒

　
戊
辰
戦
争
研
究
で
定
評
の
あ
る
保
谷
徹
も
︑
英
語
圏
の
読
者
に
一
章
を
提

供
し
て
い
る
（
第
七
章
）︒
新
式
の
ラ
イ
フ
ル
は
戦
術
を
一
変
さ
せ
る
︒
幕

府
も
有
力
大
名
も
ラ
イ
フ
ル
の
輸
入
に
努
め
︑
か
つ
そ
れ
に
と
も
な
う
戦
術

や
軍
制
の
改
革
に
努
め
た
︒
し
た
が
っ
て
戊
辰
戦
争
の
帰
趨
を
決
め
た
重
要

な
要
因
は
︑
改
革
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
︒
巨
大
な

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
故
に
幕
府
が
苦
心
し
た
の
に
対
し
︑
薩
長
は
王
政
復
古

の
名
の
下
に
他
大
名
の
軍
に
ま
で
介
入
で
き
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
戊
辰
戦
争
後
の
国
内
和
解
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
貿
易
状
況
の
影
響
を
受
け

て
い
た
︒
ロ
バ
ー
ト
・
ヘ
リ
ヤ
ー
（
第
八
章
）
は
︑
見
廻
組
の
一
員
と
し
て

坂
本
龍
馬
を
殺
害
し
た
今
井
信
郎
の
生
涯
を
取
り
上
げ
る
︒
今
井
は
幕
府
側

に
立
っ
て
最
後
ま
で
戦
っ
た
︒
戊
辰
戦
争
の
死
者
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と

は
い
え
︑
敗
者
が
簡
単
に
諦
め
ら
れ
る
戦
い
で
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
静
岡
に

移
住
し
た
後
︑
日
本
茶
の
需
要
が
米
国
を
中
心
に
高
ま
る
中
で
茶
農
家
と
し

て
活
躍
す
る
︒
貿
易
の
拡
大
は
致
富
の
道
を
拓
く
と
と
も
に
︑
和
解
の
余
地

も
広
げ
た
面
が
あ
る
ら
し
い
︒

　
北
海
道
の
屯
田
兵
も
国
内
和
解
の
手
段
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ア
イ
ビ
ン
ス
（
第
九
章
）
は
主
張
す
る
︒
ロ
シ
ア
へ
の
備
え

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
︑
士
族
授
産
と
し
て
も
規
模
が
小
さ
す
ぎ
︑
長
続

き
し
た
者
も
少
な
か
っ
た
︒
少
数
へ
の
手
厚
い
優
遇
で
戊
辰
戦
争
の
敗
者
を

懐
柔
し
た
と
解
す
る
の
が
︑
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
︒

　
敗
者
と
の
和
解
に
劣
ら
ず
︑
過
去
と
の
和
解
が
明
治
日
本
に
は
必
要
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
近
代
国
民
国
家
の
形
成
は
︑
過
去
か
ら
の
決
別
で

あ
る
︒
だ
が
同
時
に
︑
他
国
と
異
な
る
伝
統
を
発
見
な
い
し
創
造
す
る
こ
と

で
︑
対
外
的
な
独
立
と
国
内
の
統
合
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
意

味
で
の
過
去
と
の
宥
和
と
利
用
が
課
題
と
な
る
︒

　
こ
の
テ
ー
マ
を
マ
ー
ク
・
ラ
ヴ
ィ
ナ
（
第
一
〇
章
）
は
︑
紙
幣
の
デ
ザ
イ
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ン
を
題
材
に
追
究
す
る
︒
日
本
は
明
治
維
新
︑
米
国
は
南
北
戦
争
を
経
て
︑

は
じ
め
て
国
内
の
紙
幣
の
統
一
を
実
現
す
る
︒
そ
の
時
の
日
米
い
ず
れ
の
紙

幣
も
︑
自
国
の
栄
光
の
歴
史
を
取
り
上
げ
る
点
で
驚
く
ほ
ど
似
て
い
た
︒
そ

も
そ
も
日
本
の
紙
幣
は
米
国
（C

ontinental Bank N
ote C

om
pany

）
に
発
注

し
て
作
ら
れ
た
︒
日
米
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
性
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
︑
た
だ

し
独
自
性
を
追
及
す
る
と
い
う
営
み
自
体
は
あ
り
ふ
れ
て
い
た
こ
と
︑
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
︒

　
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
第
一
一
章
）
は
明
治
の
勲
章
を
通
じ
た
外
交
を
取

り
上
げ
る
︒
勲
章
の
図
象
は
︑
そ
の
国
の
伝
統
や
歴
史
を
象
徴
し
た
も
の
で

あ
る
︒
こ
れ
を
︑
明
治
天
皇
と
西
洋
諸
国
の
君
主
・
王
族
が
交
換
し
た
︒
た

だ
し
英
国
か
ら
は
拒
絶
さ
れ
続
け
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
実
現
し
た
の
は
画
期

で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
日
本
は
清
韓
と
は
同
様
の
関
係
を
築
こ
う
と
は
し
な

か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
勲
章
は
︑
近
代
日
本
の
外
交
的
軌
跡
を
も
象
徴
し
て

い
る
の
だ
︒

　
王
政
復
古
の
舞
台
で
あ
り
な
が
ら
首
都
の
地
位
を
東
京
に
奪
わ
れ
た
京
都

や
︑
そ
れ
以
上
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
奈
良
も
︑
取
り
込
む
べ
き
過
去
で

あ
っ
た
︒
高
木
博
志
（
第
一
二
章
）
に
よ
れ
ば
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
を
自
ら
の
起
源
と
す
る
よ
う
に
︑
明
治
日
本
は
奈
良
・
京
都

を
﹁
古
都
﹂
と
位
置
付
け
︑
礼
拝
や
観
光
の
場
と
し
て
開
発
し
た
︒
平
城
京

（
奈
良
）・
平
安
京
（
京
都
）
の
時
代
の
美
術
に
岡
倉
天
心
が
施
し
た
時
期
区

分
は
︑
国
風
文
化
の
登
場
と
い
う
歴
史
理
解
を
基
礎
づ
け
︑
美
術
史
を
超
え

た
日
本
の
自
己
認
識
を
規
定
し
た
︒
朝
鮮
統
治
に
お
い
て
も
︑
慶
州
を
古
都

と
し
た
時
代
区
分
を
関
野
貞
が
試
み
た
︒
そ
れ
は
帝
国
日
本
が
︑
中
国
の
文

化
的
影
響
か
ら
自
立
し
た
前
史
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
で
も
あ
っ
た
︒

　
本
書
は
︑
各
章
が
実
質
的
な
参
照
や
言
及
を
加
え
合
っ
て
お
り
︑
求
心
力

の
あ
る
共
同
研
究
に
な
っ
て
い
る
︒
編
者
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
︑
各

執
筆
者
が
そ
れ
に
協
力
し
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
︒

　
同
時
に
︑
以
上
の
紹
介
で
明
ら
か
な
よ
う
に
意
欲
的
な
論
文
が
続
き
︑
い

わ
ば
粒
ぞ
ろ
い
の
論
文
集
に
な
っ
て
い
る
︒
編
者
の
執
筆
章
は
事
実
を
淡
々

と
述
べ
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
︑
恐
ら
く
自
ら
の
意
図
や
仮
説
を
押
し

付
け
る
よ
り
も
︑
他
の
著
者
に
自
由
に
論
じ
さ
せ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
こ
れ

も
良
い
こ
と
だ
と
思
う
︒




