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久
住
真
也
著
『
王
政
復
古
　
天
皇
と
将
軍
の
明
治
維
新
』

宮　

瀧　

交　

二

は
じ
め
に

　

久
住
真
也
先
生
の
渾
身
の
一
冊
、『
王
政
復
古　

天
皇
と
将
軍

の
明
治
維
新
』
を
本
会
会
員
の
多
数
を
占
め
る
学
生
の
皆
さ
ん
に

紹
介
し
よ
う
と
、
気
安
く
書
評
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
よ
い
が
、

読
み
進
め
る
う
ち
に
、
ど
う
も
こ
れ
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
と

気
付
き
、
か
な
り
の
時
間
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
従
来
私
が
理
解
し
て
い
た
「
王
政
復
古
」
の
概
念
が
、
本

書
に
よ
っ
て
音
を
た
て
て
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。

　

本
書
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

序　

歴
史
に
筋
書
は
な
い

　

第
一
章　

将
軍
と
天
皇
の
交
錯
―
上
洛
か
ら
東
幸
へ　

　
　

１　

空
前
の
質
素
と
簡
易
を
示
す

　
　

２　

転
換
点
の
将
軍
家
茂

　
　

３　

新
た
な
君
主
像
の
誕
生

　
　

４　

東
海
道
を
下
る
天
皇

　

第
二
章　

宮
中
参
内
の
政
治
学

　
　

１　

武
家
参
内
の
幕
開
け

　
　

２　

将
軍
参
内
と
誓
約
の
空
間

　
　

３　

天
皇
と
つ
な
が
る
大
名
た
ち

　
　

４　

一
会
桑
の
空
間
支
配

　

第
三
章　

天
皇
と
い
う
革
命
―
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
の
出
発

　
　

１　

仮
建
と
い
う
通
路

　
　

２　

王
政
復
古
政
変
の
衝
撃

【
書 

評
】
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３　

万
機
親
裁
の
誕
生

　
　

結　

幕
末
と
明
治
を
つ
な
ぐ
も
の

そ
れ
で
は
、
以
下
、
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

「
王
政
復
古
」
は
「
政
変
」
で
は
な
く
「
歴
史
の
流
れ
」

　

従
来
、「
王
政
復
古
」
と
い
え
ば
、「
武
力
倒
幕
派
に
よ
っ
て
画

策
さ
れ
、
江
戸
幕
府
を
廃
し
、
政
権
を
天
皇
に
移
し
た
政
変
」

（『
角
川
日
本
史
辞
典
』）
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
無
論
、

私
も
そ
の
よ
う
な
「
政
変
」
と
理
解
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
本

書
で
久
住
先
生
は
、「
王
政
復
古
を
、
事
件
と
し
て
の
慶
應
三
年

一
二
月
九
日
の
政
変
（
大
号
令
）
で
は
な
く
、
政
治
君
主
と
し
て

の
天
皇
を
生
み
出
す
歴
史
の
流
れ
と
し
て
捉
え
た
」（
二
二
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
ま
で
「
王
政
復
古
」
そ
の
も

の
と
さ
れ
て
い
た
「
政
変
」
も
、「
着
地
点
で
は
な
く
通
過
点
」

（
同
）
と
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
久
住
先
生
の

「
王
政
復
古
」
を
「
歴
史
の
流
れ
」
と
す
る
見
解
、
言
う
な
れ
ば

“
時
間
的
把
握
”
に
従
え
ば
、「
政
変
（
大
号
令
）」
に
先
立
つ
徳

川
慶
喜
に
よ
る
「
大
政
奉
還
」
も
ま
た
、「
王
政
復
古
」
と
い
う

「
歴
史
の
流
れ
」
の
中
の
一
事
件
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

よ
く
、「
教
科
書
を
書
き
換
え
る
新
し
い
学
説
」
な
ど
と
い
う

表
現
を
目
に
す
る
が
、
こ
の
久
住
先
生
が
提
唱
さ
れ
た
「
王
政
復

古
」
を
「
歴
史
の
流
れ
」
と
す
る
新
し
い
見
解
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
表
現
に
値
し
よ
う
。
こ
の
新
た
な
提
言
が
、
今
後
、
学
界

に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
の
か
、
皆
さ
ん
と
と
も
に

興
味
深
く
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

幕
末
の
将
軍
と
近
代
天
皇
と
の
「
連
続
性
」

　

ま
た
、
従
来
ま
で
は
、
江
戸
幕
府
の
将
軍
に
代
わ
っ
て
明
治
維

新
以
降
は
天
皇
が
国
政
を
代
表
し
た
と
い
う
、
両
者
を
対
立
的
に

み
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
久
住
先
生
は
「
近
代
の
政
治

君
主
で
あ
る
天
皇
の
祖
型
が
、
同
時
代
の
意
外
な
と
こ
ろ
、
幕
末

の
将
軍
に
あ
っ
た
」（
七
頁
）
と
、
そ
の
「
連
続
性
」（
二
三
〇

頁
）
を
強
調
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

す
な
わ
ち
本
書
の
第
一
章
が
そ
の
分
析
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
一
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
を
検
討
し
た
結
果
、

そ
こ
に
は
従
来
と
は
異
な
り
、
民
衆
の
前
に
姿
を
現
わ
す
将
軍
の

誕
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
よ
う
な
姿
・
性
格
が
明
治
天
皇
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に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。「「
見
え
る
天
皇
」

「
見
せ
る
天
皇
」
の
演
出
」（
六
八
頁
）
は
、
や
が
て
御
簾
の
向
こ

う
側
に
い
た
天
皇
が
御
真
影
と
し
て
民
衆
の
前
に
登
場
す
る
ま
で

に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
君
主
像
こ
そ
、
一
四
代
将
軍
徳

川
家
茂
以
来
の
新
た
な
君
主
像
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
従
来
の
見
解
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換

と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

若
干
の
疑
問
に
つ
い
て

　

先
に
述
べ
た
、
民
衆
の
前
に
姿
を
現
わ
す
一
四
代
将
軍
徳
川
家

茂
の
上
洛
の
検
討
に
際
し
て
久
住
先
生
が
用
い
て
い
る
主
要
な
資

料
が
“
上
洛
錦
絵
”
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
あ
っ
て
等
閑
視
さ

れ
て
い
た
同
時
代
の
絵
画
作
品
を
大
胆
に
分
析
の
俎
上
に
載
せ
た

点
は
大
い
に
評
価
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
絵
画
作
品
の
検
討

に
あ
た
っ
て
、
若
干
の
不
安
が
残
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、

こ
の
機
会
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
久
住
先
生
も

重
々
承
知
の
点
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
か
ら
絵
画
作
品
を
用
い
た
研

究
を
手
掛
け
る
可
能
性
が
あ
る
学
生
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
敢
え
て

記
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絵
画
作
品
の
中
の
史
実

（
歴
史
的
事
実
）
を
ど
の
よ
う
に
抽
出
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師
・
歌
川
広
重
［
寛
政
九
（
一

七
九
七
）
年
～
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
］
の
代
表
作
と
も
言
え

る
「
東
海
道
五
十
三
次
」
は
、
浮
世
絵
版
画
の
中
で
も
最
も
広
く

親
し
ま
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
川
広
重
の
保

永
堂
板
「
東
海
道
五
十
三
次
」
を
鑑
賞
す
る
際
、
こ
こ
に
描
か
れ

た
風
景
の
中
の
い
く
つ
か
が
、
必
ず
し
も
実
際
の
風
景
で
は
な
い

こ
と
を
知
る
方
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

具
体
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
最
初
に
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
う
ち
二
五
番
目
の
宿
場

で
あ
る
「
金
谷
」（
現
・
静
岡
県
金
谷
町
）
と
題
し
た
作
品
で
あ

る
が
、
画
面
は
、
江
戸
を
発
っ
て
西
に
上
る
旅
人
や
大
名
行
列

が
、
島
田
宿
方
面
か
ら
大
井
川
を
渡
っ
て
次
の
金
谷
宿
へ
と
向
か

っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
を
見
る
と
ま
ず

私
た
ち
の
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
旅
人
や
大
名
行
列
で
は

な
く
、
む
し
ろ
遠
方
に
黒
く
不
気
味
に
そ
び
え
立
つ
山
並
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
が
「
く
せ
者
」
で
、
実
際
に
存
在
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
黒
い
山
並
の
右
手
前
方
に
横
た
わ
る
丘
陵
だ

け
な
の
で
あ
る
。
遠
方
に
黒
く
不
気
味
に
そ
び
え
立
つ
山
並
は
、
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広
重
が
画
面
構
成
上
、
無
用
な
空
間
を
埋
め
る
た
め
か
ら
か
、
実

際
に
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
描
き
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
作
品
に
、
こ
の
黒
い
山
並
が
存
在
し
な
い

と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
鑑
賞
後
に
あ
ま
り
印
象
に
残
ら
な
い

平
凡
な
風
景
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
ま
た
、
三
一
番
目
の
宿
場
で
あ
る
「
舞
坂
」（
現
・
静
岡

県
舞
阪
町
）
と
題
し
た
作
品
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
舞
坂
宿
は
、

浜
名
湖
を
望
む
景
勝
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
の
東
海
道
は
こ
こ
舞
坂
で
、
浜
名
湖
と
遠
州
灘
の
間
を
東

西
に
細
く
延
び
て
い
た
砂
州
の
上
を
通
っ
て
い
た
が
、
明
応
七

（
一
四
九
八
）
年
の
大
地
震
に
よ
っ
て
こ
の
砂
州
が
決
壊
し
て
浜

名
湖
と
遠
州
灘
が
つ
な
が
り
、
そ
の
後
の
東
海
道
は
こ
の
決
壊
部

分
（「
今
切
れ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
を
渡
し
船
が
結
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。
広
重
は
、
こ
の
舞
坂
宿
の
渡
し
場
に
大
き
な
帆
を
掲

げ
て
停
泊
し
て
い
る
渡
し
船
や
ア
サ
リ
漁
の
小
舟
が
出
漁
中
の
場

面
を
見
事
に
と
ら
え
て
描
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
ま

た
、
画
面
の
中
央
に
黒
く
不
気
味
に
そ
び
え
立
つ
山
並
が
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
が
、
こ
の
山
並
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で

あ
る
。
広
重
は
こ
こ
で
も
、
作
品
が
平
凡
な
画
面
と
な
る
の
を
避

け
る
た
め
、
大
胆
な
行
動
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
四
五

番
目
の
宿
場
で
あ
る
「
石
薬
師
」（
現
・
三
重
県
鈴
鹿
市
）
な
ど

で
も
、
遠
方
に
あ
る
鈴
鹿
山
脈
の
山
々
が
画
中
の
一
ヵ
所
に
効
果

的
に
（
？
）
集
め
ら
れ
、
実
際
の
景
色
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
“
上
洛
錦
絵
”
の
場
合
に
も
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
画
面
の

中
に
一
定
の
情
報
を
描
き
込
む
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
が
、

画
面
を
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
現
在
の
報
道

写
真
と
同
列
に
“
上
洛
錦
絵
”
を
利
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
美
術
史
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で

一
定
の
手
続
を
経
て
か
ら
、
は
じ
め
て
歴
史
資
料
と
し
て
“
上
洛

錦
絵
”
を
分
析
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
点
が
本
書
で

は
割
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
若
干
の
不
安
を
覚
え
る
も
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
も
う
一
点
は
、
か
な
り
大
き
な
問
題
と
な
る
が
、
明
治

維
新
の
評
価
で
あ
る
。
前
掲
の
よ
う
に
久
住
先
生
は
、
本
書
の
中

で
、
幕
末
の
将
軍
と
近
代
天
皇
と
の
「
連
続
性
」
を
見
出
し
、
つ

い
に
は
「
幕
末
と
明
治
は
ひ
と
つ
の
時
代
な
の
で
あ
る
」（
二
三

四
頁
）
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
久
住
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先
生
は
、
明
治
維
新
を
「
下
級
武
士
た
ち
が
成
り
上
が
り
、
天
皇

中
心
の
近
代
国
家
を
形
成
す
る
様
は
、
や
は
り
革
命
と
い
う
に
ふ

さ
わ
し
い
」（
二
二
五
頁
）、「「
近
代
の
天
皇
」
は
革
命
そ
の
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
同
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
明
治
維
新
は
や

は
り
革
命
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
一
見
し
て
矛
盾
す

る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
言
説
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
が
必

要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
お
話
を
う

か
が
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え

　

私
は
論
文
の
執
筆
と
は
、
あ
た
か
も
蚕
が
糸
を
吐
く
よ
う
な
も

の
だ
と
、
機
会
が
あ
る
た
び
に
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
久
住
先

生
が
世
に
送
り
出
し
た
本
書
も
ま
た
、
二
五
六
頁
と
い
う
小
宇
宙

の
中
に
、
先
生
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
文
を
記
す
た
め
に
膨
大
な
史
・

資
料
や
研
究
史
を
参
照
し
た
り
、
長
時
間
を
費
や
し
な
が
ら
少
し

ず
つ
書
き
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
読
す
れ
ば
誰
の

眼
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
会
会
員
の
多
数
を
占
め
る
学
生
の

皆
さ
ん
に
は
、
い
つ
も
の
笑
顔
の
久
住
先
生
と
は
別
の
、
眉
間
に

皺
を
寄
せ
な
が
ら
、
ま
た
唸
り
な
が
ら
、
一
文
字
一
文
字
を
キ
ー

ボ
ー
ド
か
ら
叩
き
出
し
て
執
筆
し
て
い
っ
た
久
住
先
生
の
厳
し
い

お
顔
を
想
像
し
な
が
ら
、
本
書
の
一
頁
一
頁
を
め
く
っ
て
い
っ
て

ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
久
住
先
生
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
読
み
と
れ

て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
の
拙
い
文
章
を
先
生
に
お
詫
び
し
て
、
ま

と
め
に
代
え
た
い
。

（
二
〇
一
八
年
一
月
刊　

講
談
社
現
代
新
書

二
五
六
頁　

九
〇
〇
円
＋
税
）


