
日
本
近
代
史
講
座

 

先

大
戦

至

歴
史
上

転
換
点

求

 
第

回 

最
初

国
民
国
家
誕
生

 

徳
川
慶
喜

不
戦

背
景 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

日
本
近
代
史
講
座
の
第
１
回
は

静
岡
に
馴
染
み
の
深
い
徳
川
慶
喜
で
す

慶
喜
が
朝
廷
と
の
戦
い
か
ら
早
々

は
や
ば
や

と
離
脱 

し
た
事
に
よ
り
旧
幕
府
か
ら
朝
廷
へ
政
権
が
速
や
か
に
移
り
ま
し
た

そ
の
結
果

欧
米
列
強
の
介
入
が
阻
止
さ
れ
て

ア
ジ
ア
初
の
国
民
国
家
が
誕
生
し
ま
し
た

慶
喜
は
そ
の
功
績
に
よ
り
従
一
位
・
公
爵
を
受
爵
し

明
治
時
代
を
超
え

て
大
正
二
年

歴
代
徳
川
将
軍
中
最
長
寿
の
七
七
歳
で
病
没
し
ま
し
た

と
こ
ろ
が
数
種
類
の
高
校
・
日
本
史
教
科
書

を
要
約
し
ま
す
と

慶
喜
の
大
政
奉
還
後

朝
廷
は
小
御
所
会
議
で
慶
喜
の
辞
官
納
地
を
決
定
し

薩
長
を
中
心
と
す

る
倒
幕
勢
力
は
旧
幕
府
勢
力
を
一
掃
し
よ
う
と
画
策

か
く
さ
く

し
た

こ
れ
に
反
発
し
た
旧
幕
府
軍
は
慶
応
四
年
一
月
鳥
羽
伏
見

の
戦
い
で
新
政
府
軍
に
破
れ

慶
喜
は
江
戸
に
逃
れ
た

新
政
府
軍
は
江
戸
に
迫
り
勝
海
舟
と
西
郷
隆
盛
の
交
渉
に
よ

り
江
戸
城
を
無
血
開
城
し
た

と
あ
り

こ
の
記
述
で
は
慶
喜
自
身
の
出
処
進
退
の
経
緯
が
全
く
不
明
で
す

こ
の
意

味
で
鳥
羽
伏
見
戦
争
や
江
戸
城
の
無
血
開
城
に
ま
つ
わ
る
慶
喜
の
発
想
・
行
動
経
過
を
紹
介
し
ま
す

 

一

旧
幕
府
勢
力
の
巻
返
し 

慶
応
三
年
一
二
月
九
日
朝
廷
は
王
政
復
古
の
大
号
令
を
発
し
た
後

小
御
所
会
議
で

慶
喜
の
辞
官
・
納
地

を
一
旦

決
定
し
ま
し
た
が

後
に
公
議
政
体
派

尾
張
藩

越
前
藩

土
佐
藩

芸
州
藩

が
再
び
巻
き
返
し
て

倒
幕
派
の

薩
摩
藩
の
反
対
を
押
切

て
寛
大
な
処
理
案

①
慶
喜
の
身
分
は
内
大
臣
を
辞
し
前

さ
き
の

内
大
臣
と
称
す
る 

②
領
地
没
収

は
撤
回
し
応
分
の
朝
廷
経
費
負
担 

③
慶
喜
の
議
定

ぎ
じ

う

職
し

く

就
任

を
決
定
し
ま
し
た

１
徳
川
慶よ

し

勝か
つ

・
松
平
春
嶽
が
早
速

大
坂
城
に
出
向
い
て
慶
喜
を
説
得
し
た
結
果

一
二
月
二
十
八
日
に
慶
喜
は

辞
官
は
了
承
し

朝
廷
経
費
負
担
に
つ

い
て
は
天
下
の
公
論
に
従

て
確
定
す
る
と
の
御
沙
汰
の
儀

謹
ん
で

承
う
け
た
ま
わ

り
ま
す

と
の
請
書

う
け
し

を
差
し
出
し

追

て
軽
装
で
上
京
し
て
朝
廷
の
廟
議

び

う
ぎ

に
参
加
し
よ
う
と
し
ま
し
た

討
幕
派
の
西
郷
隆
盛
は
家
康
再
来
と
評
さ
れ
た
慶
喜

が
朝
廷
の
廟
議
に
参
加
す
る
と
朝
廷
は
徳
川
家
に
牛
耳
ら
れ
る
と
危
惧
し
て

薩
摩
藩
士
・
益
満
休
之
助
と
伊
牟
田
尚

平
に
江
戸
で
騒
乱
を
起
さ
せ
た
の
で
し
た

そ
の
目
的
は
①
幕
府
兵
力
を
江
戸
に
釘
付
け
に
し
て
京
坂
地
区
に
兵
力
集

中
を
防
ぐ
②
幕
府
の
統
治
力
の
弱
体
化
を
江
戸
の
民
衆
に
印
象
づ
け
る
③
旧
幕
府
軍
に
薩
摩
討
伐
の
兵
を
起
さ
せ
る
事

で
し
た

こ
の
薩
摩
藩
主
導
の
無
頼
漢
に
よ
る
江
戸
市
内
の
乱
暴
狼
藉
に
激
怒
し
た
幕
府
は
薩
摩
屋
敷
を
焼
討
ち
し

そ
の
情
報
を
携
え
て
大
目
付
・
滝
川
播
磨
守
具と

も

拳あ
き

が
大
坂
城
に
到
着
す
る
と

城
内
の
旗
本
や
会
津
・
桑
名
藩
士
が
激

怒
し
て
討
伐
を
叫
ん
で
収
拾
困
難
に
な
り
ま
し
た

２

昔
夢
会

せ

き

む

か

い

筆
記 

徳
川
慶
喜
公
回
想
録

に
よ
れ
ば

慶
喜
が

そ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
語

て
い
ま
す

大
坂
城
内
の
騒
擾

そ
う
じ

う

に
困
惑
し
た
老
中
首
座
の
板
倉
伊
賀
守
勝か

つ

静き
よ

が

風
邪
で
横
臥
中
の
予
に
将
士
の
激
昂
凄
ま
じ
く
帯
兵
上
京
無
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
執
拗
に
説
く
の
で

予
は
読
み

さ
し
の
孫
子
を
示
し
て

彼
を
知
り
己

お
の
れ

を
知
ら
ば
百
戦
殆あ

や

う
か
ら
ず

と
あ
り

一
体
我
が
家
に
は
西
郷
吉
之
助
・
大

久
保
一
蔵
・
吉
井
友と

も

実ざ
ね

等
に
匹
敵
す
る
人
物
が
あ
り
や
と
問
う
と

否
と
言
う

こ
の
如
き
有
様
で
は
戦
う
と
も
必
勝

期
し
難
き
上
に

遂
に
は
朝
敵
の
汚
名
を
蒙

こ
う
む

る
の
み
な
れ
ば
決
し
て
我
が
方
よ
り
戦

い
く
さ

を
挑
む
勿
れ

と
諭
し
た
が

板
倉
や
永
井
玄
蕃
頭

げ
ん
ば
の
か
み

尚な
お

志ゆ
き

等
は

慶
喜
公
が
出
陣
を
許
し
給
わ
ず
ば
公
を
刺
し
て
脱
走
し
か
ね
ま
じ
き
勢
い
な
り

と

言
う
始
末
で
彼
等
を
制
馭
で
き
な
か

た

と
慶
喜
は
嘆
げ
く
の
み
で
し
た

 
 



 

 
 

2

2

二

鳥
羽
伏
見
の
戦
い 

 
結
局
老
中
を
中
心
に
作
戦
を
練

た
の
で
し

う
か

総
督
・
大
河
内

お

お

こ

う

ち

正
質

ま
さ
た
だ

副
総
督
・
塚
原
昌
義
を
任
命
し

陸
軍

奉
行
・
竹
中
丹
後
守
重
固

し
げ
か
た

の
総
指
揮
の
下
に
さ
し
た
る
戦
術
も
無
し
に

道
中
抵
抗
も
無
く
押
し
通
れ
る
と
高
を
括

て

討
薩
の
表

を
掲
げ
た
滝
川
播
磨
守
が
先
導
し
て
一
月
三
日
に
鳥
羽
街
道
を
進
軍
し
ま
し
た

一
方

薩
摩
・
長

州
軍
は

旧
幕
府
軍
を
京
に
入
れ
た
ら
政
治
的
に
も
戦
術
的
に
も
敗
北
と
見
切

て

鳥
羽
・
伏
見
の
街
道
途
中
で
絶

対
阻
止
の
決
意
で
布
陣
し
て
い
ま
し
た

滝
川
播
磨
守
は
薩
摩
軍
と
接
触
す
る
や
延
々
と
入
京
の
談
判
を
始
め
た
挙
句

の
果
て
に
薩
摩
軍
に
発
砲
さ
れ
て
驚
い
て
逃
げ
出
す
体て

い

た
ら
く
で
し
た

滝
川
に
後
続
し
た
歩
兵
銃
隊
は
弾
込
め
せ
ず

に
四
列
縦
隊
の
ま
ま
で
戦
闘
に
入

て
し
ま

た
為
に

三
方
か
ら
狙
い
撃
ち
さ
れ
て
逃
げ
惑
う
失
態
を
演
じ
ま
し
た

そ
の
翌
日
の
四
日
は
旧
幕
軍
が
新
手
を
繰
出
し
て
富
の
森
陣
地
を
奪
回
し

更
に
追
撃
に
移
ろ
う
と
し
た
前
線
部
隊
を

後
方
で
指
揮
す
る
竹
中
丹
後
守
が

兵
を
収
め
よ

と
指
令
し
て
攻
勢
の
絶
好
の
機
会
を
逃の

が

し
た
の
で
し
た

そ
の
後

旧
幕
府
軍
は
じ
り
じ
り
と
後
退
し

六
日
に
至
り
橋
本
に
台
場
を
構
築
し
て
激
し
く
抵
抗
し
ま
し
た

流
石
に
薩
摩
・

長
州
軍
も
攻
め
あ
ぐ
み
ま
し
た
が

突
然
に
淀
川
対
岸
の
山
崎
関
門
を
守
備
す
る
津
藩
藤
堂
軍
が
裏
切

て
橋
本
陣
地

に
砲
弾
を
撃
込
み
始
め
ま
し
た

薩
摩
・
長
州
軍
も
勢
い
に
乗

て
側
方
や
後
方
に
廻

て
総
攻
撃
を
掛
け
ま
し
た

旧
幕
兵
は
堪た

ま

ら
ず
大
坂
城
へ
と
一
斉
退
去
し

そ
の
夜
半
過
ぎ
に
慶
喜
は
大
坂
城
を
抜
け
て

江
戸
に
帰
還
し
ま
し
た

旧
幕
府
軍
の
軍
事
力
は
薩
長
軍
に
比
べ
て
人
数
三
倍

銃
砲
数
は
互
角
で
あ
り
な
が
ら
敗
北
し
た
原
因
は

 
 

３｢

会
津
戊
辰

ぼ

し

ん

戦
史｣

に
よ
れ
ば 

① 

将
帥
の
竹
中
丹
後
守
は

そ
の
任
に
非
ず
し
て

命
令
の
統
一
を
欠
い
て
各
部
隊
は
思
い
思
い
の
行
動
を
と
り

難
局
に
遭
遇
す
れ
ば
命め

い

を
承
け
ず
し
て
逃
散
す
る
者
甚
だ
多
し

 
 

② 

戦
術
の
拙
劣
さ

京
坂
の
間
た
だ
一
条
の
隘
路
よ
り
大
兵
を
進
め
た
の
で

混
雑
を
来
し
て
命
令
が
行
渡
ら
ず

 

我
軍
の
大
兵
は
烏
合
の
衆
と
化
し
て
し
ま

た

も
し
兵
を
割さ

き
一
は

鳥
羽
と
伏
見
街
道
を

二
は

亀
山
を 

経
て
丹
波
口
よ
り
京
都
に
入
り

三
は

高
槻
街
道
よ
り
西
国
街
道
に
出
で
て
東
寺
に
向
え
ば
藤
堂
家
の
離
反
の 

隙
を
与
え
ず

四
は

京
の
東
方

蹴
上

け

あ

げ

方
面
か
ら
京
都
に
入
ら
し
め
れ
ば
寡
少
な
薩
長
軍
を
一
層
細
分
割
さ
せ 

る
こ
と
に
な
り

我
軍
の
混
雑
も
防
げ
た
で
あ
ろ
う

又

京
都
の
兵
数
は
数
千
と
称
し
た
れ
ど
も
戦
意
あ
る
は 

薩
長
の
兵
の
み
で
寡
少
で
あ
る
か
ら

我
軍
を
分
割
し
て
も
支
障
は
無
か

た
で
あ
ろ
う

 

③ 

無
計
画
な
戦
い

我
軍
は
京
都
の
情
勢
に
暗
く

薩
長
軍
の
戦
意
も
知
ら
ず
に
戦
わ
ず
し
て
入
京
可
能
と
思
込

み

思
い
掛
け
ず
に
開
戦
に
な
り

狼
狽
し
て
酷
い
負
け
戦

い
く
さ

に
な

て
し
ま

た

 

三

慶
喜
の
行
動
の
背
景 

新
政
府
議
定

ぎ
じ

う

へ
の
返
り
咲
き
が
目
前
に
迫

た
折

家
康
再
来
と
称
さ
れ
た
程
の
慶
喜
が

薩
摩
討
伐
を
強
要
す
る 

臣
下
を
統
御
出
来
な
か

た
の
は

京
都
で
は
公
家
や
武
家
藩
主
相
手
の
政
治
折
衝
に
於
い
て
頭
脳
明
晰
・
言
語
明
瞭
・

音
頭
朗
々
と
し
た
辯
舌
経
験
の
み
で

家
康
の
如
く
生
死
を
分
つ
修
羅
場
で
の
部
下
の
統
率
の
経
験
が
無
く

激
変
し

た
状
況
下
で
臣
下
を
統
制
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

惜
し
む
ら
く
は
肉
体
的
勇
気
に
欠
け
て

主
君
を
手
に
掛
け
て
も
討

薩
す
る

と
息
巻
く
主
戦
派
家
臣
や

慶
喜
追
討
を
叫
ん
で
迫
る
官
軍
と
い

た
眼
前

が
ん
ぜ
ん

の
強
力

ご
う
り
き

に
は
屈
服
し
易
い
性
格

で
し
た

こ
の
時

慶
喜
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
事
を
推
察
す
れ
ば 

第
一
に
父
・
斉な

り

昭あ
き

の
言
葉

第
二
に
周
囲
の
政
治

的
情
勢

第
三
に
会
津
藩
の
不
戦
恭
順
派
・
神
保

じ

ん

ぼ

修
理

し

り

の
進
言

第
四
に
勝
て
ば
官
軍
の
意
識

第
五
に
慶
喜
が
自
ら



 

 
 

3

3

命
じ
た
軍
制
改
革
の
遅
れ
だ

た
の
で
し

う

第
一
の
斉
昭
の
言
葉
と
は
４

我
等
は
三
家
・
三
卿
の
一
と
し
て

幕
府
を
輔
翼
す
べ
き
は
今
さ
ら
言
う
に
も
及
ば
ざ
る
事
な
が
ら

一
朝
事
起
こ
り
て
朝
廷
と
幕
府
と
弓
矢
に
及
ば
る
る

が
如
き
事
あ
ら
ん
か

我
等
は
例
え
幕
府
に
は
反
く
と
も

朝
廷
に
向
い
て
弓
引
く
事
あ
る
べ
か
ら
ず

こ
れ
光
圀
公

以
来
の
家
訓
な
り

ゆ
め
ゆ
め
忘
る
る
こ
と
な
か
れ

 

第
二
の
周
囲
の
政
治
的
情
勢
と
は

公
議
政
体
派
の
徳
川
慶

勝

松
平
春
嶽

浅
野
茂も

ち

勲こ
と

山
内
容
堂
は
討
幕
派
の
島
津
茂
久

も
ち
ひ
さ

と
共
に
小
御
所
会
議
の
議
定
と
し
て
朝
廷
に
参
加
し

て
い
て

そ
の
身
柄
は
拘
束
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
旧
幕
府
軍
と
戦
い
に
な
れ
ば
中
立
か
朝
廷
側
に
付
く
し
か
あ
り
ま
せ

ん

現
に
当
初
は

薩
摩
藩
・
長
州
藩
以
外
の
藩
は
中
立
で
し
た

 

第
三
の
会
津
藩
の
不
戦
恭
順
派
・
神
保

じ

ん

ぼ

修
理

し

り

の

進
言
と
は

一
二
月
九
日
の
王
政
復
古
に
際
し
て
神
保
修
理
は

事
態
が
収
拾
困
難
に
な
る
と
朝
廷
側
と
開
戦
に
追
込

ま
れ
る
の
で

ひ
と
ま
ず
江
戸
に
戻

て
善
後
策
を
練
る
べ
し
と
不
戦
恭
順
論
を
慶
喜
に
進
言
し
ま
し
た
が

こ
の
時

点
で
は
未
だ
公
儀
政
体
派
の
巻
返
し
を
期
待
し
て
慶
喜
は
取
敢
え
ず
二
条
城
か
ら
大
坂
城
に
移
り
ま
し
た

こ
の
場
合

に
は
神
保
修
理
の
進
言
通
り
に
江
戸
に
戻

て

慶
応
の
軍
制
改
革

を
じ

く
り
と
進
め
る
一
方
で

公
儀
政
体
派

の
山
内
容
堂
等
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
新
政
府
と
交
渉
す
れ
ば

小
御
所
会
議
の
倒
幕
派
は
僅
か
に
薩
摩
一
藩
の
み
で

し
た
か
ら

薩
摩
藩
は
発
言
を
封
じ
ら
れ
且
つ
武
力
で
も
軍
制
改
革
が
進
ん
だ
旧
幕
府
軍
に
圧
倒
さ
れ
て

日
本
の
近

代
政
権
は
明
治
政
権
と
は
全
く
異
な

た
も
の
に
な

た
で
し

う

因
ち
な
み

に
慶
喜
の
唐
突
な
大
坂
退
去
は

神
保
修
理

の
進
言
に
従

た
も
の
と
誤
解
さ
れ
て
神
保
は
会
津
藩
の
抗
戦
派
に
よ

て
詰
め
腹
を
切
ら
さ
れ
ま
し
た

第
四
の
勝

て
ば
官
軍
の
意
識
と
は

朝
廷
側
の
薩
摩
・
長
州
藩
の
戦
力
は
せ
い
ぜ
い
四

五
千
名
で

対
す
る
旧
幕
府
軍
は
大
阪

城
内
に
は
一
万
五
千
名
が
駐
屯
し
て
い
た
の
で
し
た
か
ら

板
倉
等
の
重
臣
に
対
す
る
応
答
で
大
兵
上
京
を
阻
止
せ
ず

に

勝
手
に
せ
い

で
は

ま
さ
か
敗
退
す
る
と
は
思
わ
ず
勝
て
ば
官
軍
と
い

た
意
識
が
あ

た
の
で
し

う

第

五
の
慶
応
の
軍
制
改
革
の
遅
れ
と
は

第
二
次
長
州
戦
後
に
全
旗
本
に
家
臣
供
出
を
命
じ
て
全
員
銃
卒
と
す
る

御
旗

本
軍
役
令

を
発
し
ま
し
た
が

当
時
の
旗
本
家
臣
の
実
態
は
農
民
や
浮
浪
・
乱
雑
な
新
規
召
抱
え
兵
等
で
あ
り

こ

れ
等
で
員
数
を
揃
え
て
も
烏
合
の
衆
で
実
戦
に
役
立
た
な
い
の
で

御
旗
本
軍
役
令

に
代
え
て

半
知
上
納
の
金
納

令

を
慶
応
三
年
九
月
二
十
六
日
に
布
告
し
ま
し
た

即
ち
今
後
十
年
間

知
行
高
を
半
分
召
上
げ
て
そ
の
資
金
で
幕

府
が
直
接
徴
募
す
る
方
式
に
切
替
え
ま
し
た

確
か
に
こ
の
布
告
通
り
に
実
施
す
れ
ば
総
計
一
万
六
千
名
の
最
新
式
銃

装
備
付
歩
兵
銃
隊
が
完
成
し

諸
藩
を
圧
倒
し
て
徳
川
家
主
体
の
新
制
日
本
が
誕
生
し
た
で
し

う

然
る
に
軍
役
令

の
発
令
か
ら
金
納
令
に
変
更
す
る
迄
に
丸
一
年
も
費
や
し
た
為
に
金
納
令
が
発
令
さ
れ
た
そ
の
翌
月
十
四
日
に
は
慶
喜

は
大
政
奉
還
を
上
奏
し
て
い
た
の
で
し
た

こ
の
軍
制
改
革
に
際
し
フ
ラ
ン
ス
軍
事
顧
問
団
が
取
敢
え
ず
江
戸
在
住
の

博
徒

や
く
ざ

雲
助

馬
丁

ば

て

い

火
消
等
の
無
頼

ぶ

ら

い

漢
を
集
め
て
一
年
間
手
塩
に
掛
け
て
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
式
調
練
を
施

し
た
伝
習
隊
は
強
力
で
し
た

鳥
羽
伏
見
戦
で
は
最
新
鋭
の
元
込
式
シ

ス
ポ

銃
を
装
備
し
た
約
八
〇
〇
名
が
参
加

し
善
戦
す
る
も
少
人
数
の
為
に
退
勢
を
挽
回
出
来
ま
せ
ん
で
し
た

 

四

江
戸
帰
還
後
の
行
動 

江
戸
帰
還
後
の
慶
喜
は
静せ

い

寛
院
宮

か
ん
い
ん
の
み
や

に
朝
廷
工
作
を
依
頼
し
た
の
み
で
何
等
手
を
打
つ
こ
と
無
く

江
戸
城
内
は
連
日
血 

相
を
変
え
た
人
々
が
喧
々
囂
々

け
ん
け
ん
ご
う
ご
う

の
大
争
論
を
広
げ
て
い
ま
し
た

 
 

５
松
平
春
嶽
は
後
日
風
聞
を
耳
に
し
て

そ
の 

著
書

逸
事
史
補

い

つ

じ

し

ほ

で
慶
喜
評
を
残
し
て
い
ま
す

曰
く

慶
喜
公
は
才
智
勝
れ
給
い
て
実
に
感
佩

か
ん
ぱ
い

す
る
人
な
れ
ど
も

 

至
り
て
肝き

も

の
小
な
る
性
質
な
り

そ
れ
故
決
断
す
る
事
な
ら
ず

水
戸
烈
侯

斉
昭

も
右
同
断
に
し
て

父
の
性
質 



 

 
 

4

4

を
受
け
た
る
も
の
と
存
ぜ
ら
れ
候

；
中
略
；
旗
本
等
の
喋

々

ち

う
ち

う

議
論
に
眩
惑

げ
ん
わ
く

せ
ら
れ
当
惑
こ
こ
に
極
ま
り

今
こ
の
城 

を
渡
せ
ば
都
下
の
人
民
無
事
安
穏
な
れ
ど

東
照
宮
以
来
代
々
所
有
の
城
を
渡
せ
ば
先
祖
代
々
の
尊
慮
も
如
何

不
幸 

の
罪
遁の

が

れ
難が

た

し

と
て
実
に
喫
食
も
せ
ず
し
て
心
配

勝
安
房
守
召
さ
れ
候
い
て
御
相
談
の
と
こ
ろ
勝
も
容
易
な
ら
ぬ 

一
大
事
の
事
ゆ
え
勘
考
し
て
申
上
ぐ
べ
し
と
帰
宅
せ
り

 

よ
う
や
く
慶
喜
は
一
月
一
五
日
に
主
戦
派
の
陸
軍
奉
行
並 

の
小
栗

お

ぐ

り

上
野

こ
う
づ
け

介
の
す
け

忠た
だ

順ま
さ

を
罷
免
し
て

和
平
派
の
勝
海
舟
を
海
軍
奉
行
並
に
登
用
し
更
に
一
月
二
三
日
に
は
陸
軍
総
裁
と 

し
た
勝
海
舟
か
ら
和
戦
両
策
を
提
案
さ
れ
て

よ
う
や
く
不
戦
を
決
断
し
て
二
月
一
一
日
に
東
叡
山
寛
永
寺
に
蟄
居

ち

き

し 

た
の
で
し
た

 

お
わ
り
に 

王
政
復
古
直
後
に

神
保
修
理
の
進
言
を
容
れ
て
大
坂
で
は
な
く
江
戸
に
退
去
し
て
い
れ
ば
新
日
本
の
政
体
は
全
く
異

な

た
様
相
を
呈
し
て

徳
川
家
主
導
の
立
憲
新
政
府
が
誕
生
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た

慶
喜
の

揺
れ
に
揺
れ

た
不
決
断

勤
皇
の
意
識

江
戸
で
は
な
く
大
坂
に
籠

た
こ
と

勝
て
ば
官
軍
の
意
識

等
々
の
諸
要
因
が
明
治

維
新
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
推
察
し
ま
す

歴
史
に

Ｉ
Ｆ

を
許
し
て
頂
け
れ
ば

徳
川
家
主
導
の
立
憲
新
政
府
成

立

の
場
合
は
強
固
な
士
族
が
薩
摩
・
長
州
・
佐
賀
各
藩
の
み
な
ら
ず
全
国
諸
藩
に
も
残

て

明
治
時
代
の
佐
賀
の

乱
や
西
南
戦
争
よ
り
遙
か
に
大
規
模
な
内
乱
が
発
生
す
る
か

或
は
旧
ロ
シ
ア
帝
国
や
旧
ド
イ
ツ
帝
国
の
よ
う
に
武
士

貴
族
階
級
主
導
の
好
戦
的
強
国
に
変
身
し
て
世
界
的
大
騒
乱
の
末
に
滅
亡
す
る
可
能
性
が
あ
り

や
は
り
家
康
型
慶
喜

よ
り
も

有
り
の
儘
の
慶
喜
の
方
が
無
難
だ

た
の
で
し

う

 

 

出
典

 

日
本
の
歴
史 

⒛ 

明
治
維
新

井
上
清
著 

中
央
公
論
社 

昔
夢
会
筆
記 

徳
川
慶
喜
公
回
想
録

渋
沢
栄
一
編 

東
洋
文
庫
７
６ 
平
凡
社 

鳥
羽
伏
見
の
戦

野
口
武
彦
著 

中
公
新
書 

 

民
権
と
憲
法

牧
原
憲
夫
著 

岩
波
新
書 

幕
府
歩
兵
隊

野
口
武
彦
著 

中
公
新
書 

脚
注

 

１ 

井
上
清 

 

四
〇

四
二
頁 

２ 

渋
沢
栄
一 

二
〇
頁 

３ 

野
口
武
彦 

三
〇
一

三
〇
二
頁 

４ 

渋
沢
栄
一 

四
頁 

５ 

野
口
武
彦 

三
〇
八

三
〇
九
頁 

       



 

 
 

5

5

補
足
説
明

高
校
・
日
本
史
教
科
書
の
小
御
所
会
議
並
に
鳥
羽
伏
見
戦
に
関
す
る
記
述 

高
校
・
日
本
史
教
科
書
Ｂ

原
始
・
古
代

近
代
・
現
代

平
成
一
九
年
度

二
〇
〇
七
年

発
行 

山
川
出
版
社

小
御
所
会
議
で
辞
官
納
地
の
処
分
が
決
定
さ
れ
る
と
反
発
し
た
慶
喜
は
大
坂
城
に
引
揚
げ
た

 

旧
幕
府
側
は
一
八
六
八
年
一
月
大
坂
城
か
ら
京
都
に
進
撃
し
た
が

鳥
羽
伏
見
戦
で
新
政
府
軍
に
敗
れ
慶
喜
は 

江
戸
に
逃
れ
た

勝
海
舟
と
西
郷
隆
盛
の
交
渉
に
よ
り
江
戸
城
は
無
血
開
城
さ
れ
た

 

実
教
出
版

小
御
所
会
議
で
辞
官
納
地
の
処
分
を
決
め
た

一
八
六
八
年
一
月
旧
幕
府
側
は
兵
士
を
京
都
に
進
撃 

さ
せ
た
が
鳥
羽
伏
見
戦
で
薩
長
軍
に
敗
れ
た

新
政
府
軍
は
征
討
軍
を
江
戸
に
向
け
四
月
江
戸
を
開
城
し
た

 

清
水
書
院

小
御
所
会
議
で
辞
官
納
地
を
決
め
た

こ
の
決
定
に
不
満
を
も

た
旧
幕
府
側
は
一
八
六
八
年
一
月 

京
都
郊
外
の
鳥
羽
伏
見
で
新
政
府
軍
と
衝
突
し

敗
れ
た

大
坂
城
に
い
た
慶
喜
は
江
戸
に
逃
れ
た

江
戸
に 

迫

た
新
政
府
軍
は
江
戸
城
を
戦
わ
ず
に
開
城
し
た

 

桐
原
書
店

小
御
所
会
議
で
辞
官
納
地
を
決
め
た

旧
幕
府
勢
力
は
尚
温
存
さ
れ
て
お
り

薩
摩
・
長
州
藩
を
中 

心
と
す
る
倒
幕
勢
力
は
旧
幕
府
勢
力
を
一
掃
し
よ
う
画
策
し
た

旧
幕
府
や
会
津
・
桑
名
藩
等
は
一
八
六
八
年 

一
月
鳥
羽
伏
見
で
薩
長
を
中
心
と
す
る
新
政
府
軍
と
戦

た
が
破
れ
た

新
政
府
軍
は
江
戸
に
進
撃
し
勝
海
舟

と
西
郷
隆
盛
の
交
渉
で
四
月
江
戸
城
を
無
血
開
城
し
た

 

捕
捉
説
明

鳥
羽
伏
見
戦
争
の
人
数
・
装
備
は

銃
装
備
の
性
能
・
数
量
は
互
角
で

人
数
は
旧
幕
府
軍
が
絶
対
多
数 

旧
幕
府
軍

戦
闘
に
参
加 

約
一
万
人

旧
幕
府
歩
兵
隊 

五
七
〇
〇
人

伝
習
隊
第
一
大
隊
八
〇
〇
人

 

 
 

会
津
藩

桑
名
藩 

・
高
松
藩
・
大
垣
藩
・
伊
予
藩
・
松
山
藩
等 
約
四
〇
〇
〇
人

 

 

装
備
小
銃 

伝
習
隊
の
み
シ

ス
ポ

銃

他
の
幕
府
歩
兵
隊
は
ミ
ニ
エ

銃

会
津
藩
等
は
刀
槍
と
旧
式
銃 

 

数
百
丁

 

大
砲
は
旧
幕
府
歩
兵
隊
が
一
八
門
装
備

 

大
坂
城
内
に
は
尚

約
五
千
人
が
控
え
て
い
た

 

朝
廷
軍

 

合
計 

五
千
人 

薩
摩
藩
軍 

小
銃
兵
一
六
〇
〇
人

砲
兵
三
〇
〇
人

斥
候
兵
・
小
荷
駄
兵
一
〇
〇
〇
人 

合
計
約
三
〇
〇
〇
人 

 
 

装
備
小
銃 

ミ
ニ
エ

銃
エ
ン
フ

ル
ド
銃 

四
斤
山
砲
一
六
門

六
ポ
ン
ド
砲
一
門

携
帯
臼
砲
一
門 

長
州
藩
軍 

小
銃
兵 

五
四
〇
人

斥
候
兵
・
小
荷
駄
兵
一
一
四
人

そ
の
他 

四
〇
〇
人 

合
計 

千
余
人 

 

装
備
小
銃 

エ
ン
フ

ル
ド
銃 

土
佐
藩
軍 

小
銃
兵
一
〇
〇
〇
人

砲
兵
二
〇
〇
人 

装
備
小
銃 

ミ
ニ
エ

銃 
 

捕
捉
説
明

鉄
砲
の
種
類
の
説
明

 

ゲ
ベ

ル
銃

弾
丸
の
装
填
は
前
装
式

先
込
め
式

で

銃
身
の
内
側
を
滑
ら
か
に
し
た
滑
腔

か

こ
う

式

命
中
率
は

 

九
一
ｍ

一
〇
〇
ヤ

ド

七
四
・
五
％

三
六
五
ｍ

四
〇
〇
ヤ

ド

で
四
・
五
％

幕
府
で
は
士
分
以
下
の 

従
卒
に
貸
与
さ
れ
た

 

ミ
ニ
エ

銃

フ
ラ
ン
ス
で
開
発
さ
れ
た
前
装
式

先
込
め
式

で

螺
旋
状
の
溝
を
銃
身
の
内
側
面
に
彫

た
旋
条 

ラ
イ
フ
ル

式

命
中
精
度
は
ミ
ニ
エ

銃
の
方
が
ゲ
ベ

ル
銃
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
た

命
中
率
は

 

九
一
ｍ

一
〇
〇
ヤ

ド

九
四
・
五
％

三
六
五
ｍ

四
〇
〇
ヤ

ド

で
五
二
・
五
％

幕
府
で
は
士
分
の 

軽
歩
兵
に
優
先
し
て

貸
与
さ
れ
た
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エ
ン
フ

ル
ド
銃

エ
ン
ピ

ル
銃
と
も
い
う

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ン
フ

ル
ド
造
兵
廠
で
開
発
さ
れ
た 

ミ
ニ
エ

銃
の
一
種
で

弾
丸
の
形
状
が
若
干
ミ
ニ
エ

銃
と
違

て
い
た

グ
ラ
バ

商
会
が
多
数
売
込
ん
だ

 

ス
ナ
イ
ド
ル
銃

イ
ギ
リ
ス
軍
が
エ
ン
フ

ル
ド
銃
を
後
装
式

元
込
め
式

に
改
造
し
た
銃
で

 
改
造
エ
ン
ピ

ル
銃
と
も
い
う

戊
辰
戦
争
後
期
に
薩
摩
・
長
州
軍
が
主
力
装
備
と
し
た

 

シ

ス
ポ

銃

後
装
式

元
込
め
式

の
最
新
鋭
銃
で
し
た
が
紙
製
薬
莢
の
為
に

使
用
上
限
界
が
あ

た

 

 

先
込
め
式
ミ
ニ
エ

銃
の
一
発
当
り
の
発
射
間
隔
は
三
〇
秒
に
対
し
て

元
込
式
シ

ス
ポ

銃
の
発
射
間
隔
は

七
秒
の
為
に

約
四
倍
の
射
撃
力
が
あ

た

後
年
金
属
製
薬
莢
を
使
用
す
る
グ
ラ

ス
銃
に
改
造
さ
れ

こ
れ

を
国
産
化
し
た
の
が
日
本
初
の
国
産
小
銃
の
一
三
年
式
村
田
銃
と
な

た

 

捕
捉
説
明

江
戸
幕
府
と
薩
摩
・
長
州
藩
の
銃
装
備 

江
戸
幕
府
の
文
久
の
軍
制
改
革

一
八
六
二
年

以
降
で
は
当
初
ゲ
ベ

ル
銃
か
ら
次
第
に
ミ
ニ
エ

銃
を
装
備

 
 

 
 

 

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
第
一
五
代
将
軍
・
徳
川
慶
喜
と
の
関
係
を
強
め
て

慶
応
二
年

一
八
六
六
年

に
幕
府
に 

シ

ス
ポ

銃
二
千
挺
贈
呈
し

慶
応
三
年
設
立
の
伝
習
隊
で
五
〇
〇
挺
保
有
し
た

シ

ス
ポ

銃
の
贈
呈
と
共

に
対
日
軍
事
顧
問
団
派
遣
を
決
定
し

シ

ル
ル
・
シ

ノ
ワ

ヌ
参
謀
大
尉
を
隊
長
と
し
ジ

ル
・
ブ
リ

ネ

陸
軍
砲
兵
大
尉
副
隊
長
と
す
る

士
官
六
名

下
士
官
一
三
名
の
総
勢
一
九
名
が

慶
応
三
年

一
九
六
七
年

 

一
月
に
横
浜
に
到
着
し

幕
府
伝
習
隊
を
同
年
一
一
月
迄
訓
練
し
た

そ
の
伝
習
隊
は
江
戸
在
住
の
博
徒

や
く
ざ

雲
助

馬
丁

火
消
等
の
無
頼
の
徒
を
徴
募
し
二
個
大
隊
約
千
四
百
名
の
兵
卒
隊
で
フ
ラ
ン
ス
軍
事
顧
問
団
が
一
年

間
手
塩
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
式
調
練
を
施
し
た

薩
摩
藩
は

ミ
ニ
エ

銃
・
エ
ン
フ

ル
ド
銃
が
主
体
の
全
員

銃
隊
編
成

長
州
藩
は

元
治
元
年

一
八
六
四
年

八
月
坂
本
竜
馬
の
斡
旋
で

薩
摩
藩
名
義
で
長
州
藩
が
グ
ラ

バ

商
会
か
ら
ミ
ニ
エ

銃
四
三
〇
〇
挺

ゲ
ベ

ル
銃
三
〇
〇
〇
挺
を
購
入
し

慶
応
三
年
二
月
に
は
更
に
エ
ン

フ

ル
ド
銃
三
〇
〇
〇
挺
を
購
入
し

奇
兵
隊
や
旧
来
の
足
軽
隊
も
全
員

銃
隊
に
編
成
さ
れ
た

 

捕
捉
説
明

慶
応
の
軍
制
改
革

 

第
二
回
長
州
征
伐
に
敗
北
し
た
直
後
に

急
遽
慶
喜
は
幕
府
に
反
抗
す
る
諸
勢
力
を
剛
力
で
抑
圧
で
き
る
軍
事
力
を

構
築
し
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た

慶
応
二
年

一
八
六
六
年

八
月
二
十
六
日
に
は

御
旗
本
御
軍
役
の
儀
は

す

べ
て
銃
卒
の
員
数
を
も

て
定
め
る

軍
役
令
を
発
令
し
ま
し
た

既
に
薩
摩
藩
や
長
州
藩
で
実
施
し
て
い
る

全

軍
銃
隊
令

で
あ
る

こ
の

慶
応
の
軍
制
改
革

の
資
金
の
出
所
は
フ
ラ
ン
ス
と
交
わ
さ
れ
た
借
款
契
約
で
し
た

 

仮
に
慶
喜
が
鳥
羽
伏
見
後
に
も
徳
川
家
存
続
理
由
で
朝
廷
と
の
戦
争
に
踏
切

た
と
す
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
借
款
は
膨

大
な
額
に
達
し
て

清
国
の
よ
う
に
租
借
漬
け
に
な
り

明
治
時
代
の
近
代
化
へ
脱
皮
は
不
可
能
で
あ

た
ろ
う

 

慶
応
の
軍
制
改
革

で
の
旗
本
の
義
務
は
歩
兵
役
務
提
供
で
あ
り

軍
装
備
一
式
は
幕
府
財
政
負
担
で
し
た

 

第
二
回
長
州
征
伐
の
折

フ
ラ
ン
ス
公
使
レ
オ
ン
・
ロ

シ

は
幕
府
に
長
州
を
撃
破
す
る
戦
力
が
無
い
と
み
て

 

下
関
で
長
州
藩
当
局
に
降
伏
を
勧
め
る
が
拒
絶
さ
れ
た

そ
の
後
江
戸
に
て
老
中
と
会
見
し

①
長
州
と
和
解
す
る 

か
又
は
②
軍
備
を
増
強
し
て
長
州
を
屈
伏
さ
せ
る
か

の
選
択
を
迫

た

慶
喜
は
後
者
を
選
択
し

ロ

シ

が

斡
旋
し
た
フ
ラ
ン
ス
経
済
使
節
団
と
幕
府
は
九
月
一
二
日
に
借
款
・
武
器
契
約
を
締
結
し
た

総
額
六
〇
〇
万
ド
ル

で

陸
軍
の
装
備
改
良
費
・
軍
艦
購
入
費
・
横
須
賀
製
鉄
所
経
費
に
充
て
ら
れ
た

こ
の
旗
本
に
よ
る
軍
役
差
出
し

を
実
施
す
る
や

判
明
し
た
こ
と
は
当
時
の
旗
本
の
家
臣
そ
の
も
の
が
浮
浪
・
乱
雑
な
新
規
召
抱
え
や
農
兵
等
で
あ
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り

こ
れ
等
で
員
数
を
揃
え
て
も

各
隊
が
ば
ら
ば
ら
で
収
拾
が
付
か
な
い
烏
合
の
衆
で
実
戦
に
役
立
た
な
い
の
で

御
旗
本
御
軍
役
に
代
え
て

軍
役
を
す
べ
て
金
納
に
一
本
化
し

兵
卒
は
幕
府
が
そ
の
資
金
で
直
接
徴
募
す
べ
し
と

陸
軍
奉
行
や
勘
定
奉
行
等
が
建
議
し
た

こ
れ
を
受
け
て
慶
応
三
年

一
八
六
七
年

九
月
二
十
六
日
に
半
知
上
納

の
金
納
令
が
布
告
さ
れ
た

今
後
は
歩
兵
は
全
員

幕
府
が
直
接
新
規
雇
用
す
る
の
で

兵
賦
差
出

人
納

は
廃

止
し

す
べ
て
金
納
と
し

そ
の
た
め
今
後
十
年
間

知
行
高
を
半
分
召
上
げ
る

 

確
か
に
こ
の
布
告
通
り
に
実

施
さ
れ
れ
ば

総
計
一
万
六
千
人
の
最
新
式
銃
装
備
付
歩
兵
銃
隊
が
完
成
し

諸
藩
を
圧
倒
し
て
徳
川
家
主
体
の
新

制
日
本
が
誕
生
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

し
か
る
に
先
に
軍
役
令
が
発
令
さ
れ
て
か
ら
こ
の
金
納
令
に
変
更
さ
れ

る
ま
で
に
丁
度
一
年
を
要
し
て
お
り

そ
の
間

旗
本

御
家
人

農
民

町
人
等
の
銃
隊
化
は
一
応
二
万
四
千
名

の
組
織
編
成
が
出
来
上
が

た
ば
か
り
で

訓
練
度
は
未
熟
で

と
う
て
い
薩
長
軍
に
対
抗
可
能
な
も
の
で
は
な
か

た

即
ち

金
納
令
が
発
令
さ
れ
た
そ
の
翌
月
十
四
日
に
は
将
軍
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
上
奏
し
て
い
た
の
で
あ
る

将
軍
慶
喜
は

後
一
年
の
猶
予
が
あ
れ
ば
薩
長
軍
を
圧
倒
す
る
新
生
幕
府
軍
が
出
来
た
も
の
に

と

江
戸
帰
国
途

上
の
船
中
で
想
い
を
馳
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

現
に
丸
一
年
か
け
て
鍛
え
ら
れ
た
伝
習
隊
は
強
か

た

フ
ラ
ン

ス
軍
事
顧
問
団
は
取
敢
え
ず
江
戸
在
住
の
博
徒

雲
助

馬
丁

火
消
等
の
無
頼
の
徒
約
一
四
〇
〇
名
を

一
年
間

手
塩
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
式
調
練
を
施
し
た

こ
の
伝
習
隊
の
一
部
約
八
〇
〇
名
は
鳥
羽
伏
見
の
戦
に
参
加
し

譜

代
諸
藩
兵
に
比
し
善
戦
す
る
も
小
勢
の
為

頽
勢
を
挽
回
す
る
に
至
ら
な
か

た

そ
の
後
の
戊
辰
戦
争
で
は
大
鳥

圭
介

土
方
歳
三
の
指
揮
下
で
北
関
東

北
陸

会
津
と
転
戦
し

最
後
に
五
稜
郭
で
新
政
府
軍
に
降
伏
し
た

 

捕
捉
説
明

江
戸
幕
府
の
軍
制
改
革

 

安
政
の
軍
制
改
革

 

嘉
永
六
年

一
八
五
三
年

七
月
八
日
ペ
リ

艦
隊
四
隻
が
浦
賀
沖
に
現
れ

安
政
元
年
年

一
八
五
四
年

三
月

三
日
老
中
首
座
・
阿
部
正
弘
の
下
で
日
米
和
親
条
約
調
印

安
政
二
年

一
八
五
五
年

一
〇
月
に
佐
倉
藩
主
・
堀

田
正
睦
が
老
中
首
座
に
就
任
す
る
も

堀
田
は
専
ら
外
交
事
務
に
専
心
し

幕
閣
運
営
は
依
然
と
し
て
阿
部
正
弘
が

担

て
い
ま
し
た

阿
部
は
軍
制
・
軍
備
に
重
点
を
置
い
て
幕
政
を
改
革
し
ま
し
た

そ
の
大
要
は

①
大
船
建
造

の
禁
を
解
い
て
造
船
業
を
起
す 

②
オ
ラ
ン
ダ
に
汽
船
発
注
し

長
崎
に
艦
船
伝
習
所
開
設
③
品
川
・
長
崎
に
砲
台

築
造 

④
講
武
所
を
開
設
し

洋
式
銃
隊
を
編
成 

⑤
大
砲
射
撃
場
を
開
設
し
洋
式
砲
術
を
習
得 

⑥
諸
藩
邸
内
の

練
兵
と
銃
砲
の
江
戸
へ
輸
送
を
許
可 

⑦
蕃
書
調
所
を
設
立
し

蘭
語
・
仏
語
・
英
語
の
習
得
や
兵
学
書
・
医
学
書

等
の
翻
訳 

文
久
の
軍
制
改
革

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
久
二
年

一
八
六
二
年

十
月
老
中
の
安
藤
信
正
・
久
世

く

ぜ

広ひ
ろ

周ち
か

政
権
は

幕
府
の
親
衛
常
備
軍
の
創
設
を
目
指
し

て

軍
制
改
革
案
を
作
成
し

陸
軍
の
歩
兵
・
騎
兵
・
砲
兵
の
親
衛
常
備
軍
と
し
て
総
計
一
万
三
六
二
五
人

海
軍

艦
船
四
十
三
艘
等

を
構
想
し
ま
し
た

歩
兵

は

文
久
二
年

一
八
六
二
年

一
二
月
兵
賦
令

歩
兵
人
員
差

出
し
命
令

が
全
旗
本
知
行
地
に
発
布
さ
れ

そ
の
徴
募
歩
兵
数
は
六
千
三
八
一
人
で

五

年
季
交
代
制
と
し
た

 

騎
兵
・
砲
兵

は

幕
府
御
家
人
を
採
用
し
た

元
治

げ

ん

じ

元
年

一
八
六
四
年

七
月
迄
に
関
東
諸
国
か
ら
一
万
人

程
徴
収
さ
れ
ま
し
た

訓
練
さ
れ
た
兵
士
は

天
狗
党
の
乱
や
長
州
征
伐
軍
に
投
入
さ
れ

芸
州
口
の
部
隊
は
小
勢

な
が
ら
善
戦
し
ま
し
た
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軍
制
改
革
の
概
要

オ
ラ
ン
ダ
兵
制
を
手
本
と
し
て
陸
軍
を
歩
兵
・
騎
兵
・
砲
兵
の
三
兵
種
編
成
と
し
た

 

①
歩
兵

重
歩
兵
・
軽
歩
兵
・
親
衛
狙
撃
隊
従
卒 

重
歩
兵
は
銃
剣
を
武
器
と
す
る
戦
列
歩
兵
で
あ
る

士
分
以
下
の
兵
卒
で

全
旗
本
の
知
行
地
か
ら
供
給
と
し

知

行
高
に
応
じ
て
五
百
石
は
一
人

千
石
は
三
人

三
千
石
は
一
〇
人
と
い
う
割
合
で
賦
課
し

五
〇
〇
石
以
下
は
金

納
と
し
た

旗
本
知
行
高
か
ら
総
計
六
千
三
八
一
人
と
な
る

 

軽
歩
兵
は

帯
刀
銃
携
帯
兵
で
砲
隊
・
輜
重
隊
等
の
護
衛
す
る

撒
兵

で
あ
る

兵
員
は

無
役

小
普
請

の

士
分
で

お
目
見
以
下
五
〇
俵
以
下
の
者
で
四
大
隊
総
計
一
〇
二
四
人

軽
歩
兵
の
別
種
に

親
衛
狙
撃
隊
銃
卒
が

あ
り

兵
員
は

お
目
見
以
下
の
小
十
人
組
・
宝
蔵
番
・
天
守
番
・
徒
士

か

ち

組
番
士
で

総
計
八
四
四
人 

②
騎
兵

重
騎
兵
・
軽
騎
兵 

重
騎
兵
は
騎
銃

カ

ビ
ン
銃

携
帯
す
る

兵
員
は
小
普
請
組
の
お
目
見
以
上
五
〇
俵
以
上
一
五
〇
俵
以
下
の 

者
で

六
騎
兵
大
隊
総
計
五
七
六
騎 

軽
騎
兵
は
短
槍
を
携
帯
し

重
騎
兵
や
騎
砲
兵
の
護
衛
役
で

兵
員
は
小
普
請
組
の
お
目
見
以
上
一
〇
〇
俵
以
下
の

者

 

二
騎
兵
大
隊
総
計
一
九
二
騎 

③
砲
兵

軽
野
砲
隊
・
重
野
砲
隊 

軽
野
砲
隊
は
六
ポ
ン
ド
砲

二
・
七
㎏
砲
弾
を
発
射
す
る
カ
ノ
ン
砲

口
径
一
二
㎝
榴
弾
砲
を
装
備
し

砲
八
門
で

兵
員
は
諸
組
同
心
で
総
計
三
八
四
人

重
野
砲
隊
は

一
二
ポ
ン
ド
砲

五
・
四
㎏
砲
弾
を
発
射
す
る
カ
ノ
ン
砲

口
径
一
五
㎝
榴
弾
砲
を
装
備
し

砲
五
二
門
で

兵
員
は
諸
組
同
心
で
総
計
五
六
人 

 

軍
制
改
革
の
費
用

文
久
三
年

一
八
六
三
年

の
幕
府
支
出
分
は

陸
軍
入
用 
一
四
万
六
千
両

大
砲
小
銃
製 

造
費 

十
二
万
両

騎
砲
兵
当
番
所
・
歩
兵
屯
所
普
請
費
四
万
八
千
両 

合
計 
三
一
万
四
千
両 

  


