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歴
史
学
者
山
内
昌
之
氏
の
大
著

『将
軍
の
世
紀
』
が
本
年
４
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
関
ケ

原
合
戦
か
ら
幕
末
ま
で
の
政
治
中
枢
の
姿
が
、
圧
倒
的
な
臨
場
感
で
描
か
れ
て
い
る
。

１０
年
近
い
歳
月
を
か
け
て
著
さ
れ
た
、
江
戸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
の

一
端
を
著

者
に
聞
い
た
。

十

一
代
将
軍
家
斉
、
徳
川
の
終
わ
り
の
始
ま
り

文
化
露
寇

江
戸
後
期
の
文
化
年
間
、
ロ
シ
ア
の

レ
ザ
ー
ノ
フ
が
武
力
で
開
国
を
求
め
ま

し
た
。
部
下
に
樺
太
と
南
千
島
を
襲
撃

さ
せ
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る

「文
化
露

寇
」
で
す
。
幕
府
は
撃
退
す
べ
く
も
な

く
、
公
儀
の
武
威
は
失
墜
し
ま
し
た
。

時
の
将
軍
家
斉
は
、
対
ロ
シ
ア
政
策

の
充
実
に
あ
く
ま
で
消
極
的
で
し
た
。

ロ
シ
ア
の
南
下
が
現
実
の
も
の
と
な

っ

て
い
る
の
に
、
ズ
フ
の
ま
ま
で
い
い
」

と
い
う
感
じ
な
の
で
す
。
蝦
夷
地
の
政

策
は
金
が
か
か
る
。
何
か
を
削
ら
な
い

と
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
、
自
分
や
大

奥
が
贅
沢
で
き
な
い
。
要
は
金
を
出
し

た
く
な
い
の
で
す
。

在
職
５０
年
。
大
奥
に
こ
も
り
多
く
の

子
供
を
儲
け
た
家
斉
の
時
代
に
、
徳
川

政
権
は
終
わ
り
の
始
ま
り
を
迎
え
ま
し

た
。な

お
、
蝦
夷
地
開
発
の
担
当
役
人
た

ち
に
は
優
れ
た
人
材
が
多
か

っ
た
。
問

宮
林
蔵
や
近
藤
重
蔵
は
蝦
夷
に
渡
り
地

図
を
作
り
ま
し
た
。
し
っ
か
り
と
開
拓

政
策
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。

この人に聞く

レザーノフ(右 )

大塩平八郎 (大阪城天守閣蔵)

(国立公文書館デジタルアーカイブ)

大
塩
平
八
郎
の
乱

天
保
８
年

（１
８
３
７
）、
大
塩
平

八
郎
の
乱
が
起
き
ま
し
た
。
末
端
と
は

い
え
公
儀
の
内
部
か
ら
公
然
と
反
幕
府

の
蜂
火
を
上
げ
た
の
で
す
。
大
塩
の
檄

文
は
、
彼
の
教
養
の
広
が
り
と
無
駄
の

な
い
文
章
力
、
抑
制
し
た
慣
激
と
内
に

秘
め
た
情
熱
が
混
然

一
体
と
な

っ
て
独

特
な
魅
力
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
家

斉
の
徳
川
政
治
体
制
を
厳
し
く
告
発
し

ま
し
た
。

小
規
模
な
が
ら
旗
本
、
御
家
人
が
出

兵
し
た
市
街
地
で
の
実
戦
で
あ
り
、
島

原
の
乱
こ
の
か
た
２
０
０
年
ぶ
り
の
合

戦
で
も
あ
り
ま
し
た
。
「大
塩
焼
け
」

と
呼
ば
れ
た
火
災
は
大
阪
市
内
の
５
分

の
１
を
焼
き
尽
く
し
て
い
ま
す
。

大
坂
東
町
奉
行
は
じ
め
与
力
、
同
心

の
怯
儒
と
無
力
ぶ
り
は
実
に
果
れ
る
ほ

ど
で
し
た
。
唯

一
、
与
力
の
坂
本
鉱
之

助
ら
が
奮
聞
し
て
幕
府
は
か
ろ
う
じ
て

面
目
を
保

っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
歴
史

の
大
き
な
転
換
点
と
な
り
ま
し
た
。
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ペ
リ
ー
来
航
か
ら
長
州
戦
争
へ
。

幕
末
の
十
二
代
将
軍
家
慶
、

十
三
代
家
定
、
十
四
代
家
茂

この人に聞く

ベ
リ
ー
来
航
と
烈
公
徳
川
斉
昭

ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官

マ
シ

ュ
ー

・
ペ
リ
ー
は
、
嘉
永
６
年

（１
８
５
３
）
６
月
、
黒
船
４
隻
を
率

い
て
浦
賀
沖
に
姿
を
現
し
ま
し
た
。

老
中
首
座
は
阿
部
正
弘
。
彼
は
、
調

整
型
の
人
物
で
誰
に
対
し
て
も
良
い
顔

を
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た

ク賢
君
″

と
し
て
声
望
の
高
か
っ
た
水
戸
藩
主
徳

川
斉
昭
を

「海
防
参
与
」
と
し
て
幕
政

に
参
画
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
大

き
な
間
違
い
で
し
た
。

阿
部
は
自
分
な
ら
斉
昭
を
制
御
で
き

る
と
思

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
斉
昭
は
面
白
い
人
物
で
は
あ
り

ま
す
が
、
自
己
中
心
的
で
身
勝
手
、
将

軍
を
も
無
視
す
る
よ
う
な
人
間
で
し
た
。

わ
が
国
は
、
開
国
か
戦
争
か
の
岐
路

に
あ
り
ま
し
た
。
ペ
リ
ー
艦
隊
が
半
年

後
の
来
航
を
約
し
て
浦
賀
沖
か
ら
遠
ざ

か
る
と
、
阿
部
は
全
国
の
大
名
や
衆
庶

に
ペ
リ
ー
来
航

へ
の
対
応
策
に
つ
い
て

島
津
久
光
と
寺
田
屋
事
件

文
久
２
年

（１
８
６
２
）
３
月
、
薩

摩
藩
の
島
津
久
光
は
公
武
合
体
と
幕
政

改
革
を
促
す
た
め
、
千
人
以
上
の
人
数

を
率
い
て
京
都

へ
向
か
い
ま
し
た
。
彼

は
、
過
激
な
尊
攘
浪
士
を
嫌
悪
し
て
い

た
。
ま
た
、
西
郷
隆
盛
と
は
終
生
ソ
リ

意
見
を
求
め
ま
す
。

斉
昭
の
提
出
し
た
案
は
、
非
現
実
的

な
も
の
で
し
た
。
「黒
船
に
乗
り
込
み

対
談
す
る
か
の
よ
う
に
装

っ
て
、
敵
将

を
突
き
殺
せ
」
と
い
う
の
で
す
。
ど
う

や

っ
て
黒
船
に
乗
る
か
と
い
う
算
段
も

な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
同
時

期
に
提
出
さ
れ
た
新
吉
原
遊
女
屋
主
人

の
上
書
の
方
が
、
御
三
家
当
主
の
斉
昭

よ
り
は
る
か
に
実
際
的
で
し
た
。

大
老
井
伊
直
弼
と
日
米
修
好
通
商
条
約

当
時
の
国
際
情
勢
、
ア
ヘ
ン
戦
争
か

ら
ア
ロ
ー
戦
争
に
至
る
清
の
状
況
を
み

れ
ば
、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結
は

妥
当
な
判
断
で
し
た
。
大
老
井
伊
直
弼

は
、
仮
に
条
約
締
結
を
拒
否
し
た
場
合
、

国
が
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
決
断
し
た

の
で
す
。

ご
承
知
の
通
り
、
そ
の
後
、
成
午
の

密
勅
、
安
政
の
大
獄
、
桜
田
門
外
の
変

と
歴
史
は
大
き
く
展
開
し
ま
す
。

この人に聞く

寺田屋

島津久光

(出典:近代日本人の肖像)

生麦村

が
合
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
、

自
ら
の
命
に
従
わ
な
い
西
郷
を
再
度
流

刑
に
処
し
て
い
ま
す
。
孝
明
天
皇
か
ら

は
、
浪
士
蜂
起
の
不
穏
な
企
て
を
取
り

押
さ
え
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

同
年
４
月
、
寺
田
屋
事
件
が
起
き
ま

す
。
販
起
を
企
て
て
い
た
有
馬
新
七
ら

と
鎮
撫
使

一
行
が
激
突
し
た
。
薩
摩
人

同
士
の
斬
り
合
い
で
し
た
。

久
光
は
自
分
を
支
え
る
薩
摩
藩
精
忠

組
の

一
部
で
あ

っ
て
も
過
激
尊
攘
派
を

切
り
捨
て
る
決
断
を
し
た
の
で
す
。

生
麦
事
件
の
虚
実

文
久
２
年
５
月
、
島
津
久
光
は
江
戸

へ
向
か
い
ま
す
。
勅
使
を
外
護
す
る
名

目
で
し
た
。
①
将
軍
上
洛
、
②
五
大
老

の
幕
政
参
画
、
③
慶
喜
の
将
軍

「後
見

人
」
、
春
嶽
の

「大
老
」
就
任
を
幕
府

に
求
め
た
の
で
す
。

そ
の
帰
途
に
起
き
た
の
が
有
名
な
生

麦
事
件
で
し
た
。
従
来
は
、
英
国
人
の

一
行
が
馬
で
久
光
の
行
列
に
割
り
込
ん

で
き
た
た
め
に
無
礼
討
ち
に
道

っ
た
と

解
釈
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
事
件
は
謎
が
多
い
。

明
治
に
入

っ
て
か
ら
の
久
光
や
ア
ー
ネ

ス
ト

・
サ
ト
ウ
の
言
に
よ
れ
ば
、
英
国

人
は
行
列
に
割
り
込
ん
で
は
い
な
い
。

道
路
の
脇
を
通
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
、
自
顕
流
の
達
人
奈
良
原
喜
左
衛

門
ら
が
斬
り
か
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

事
件
勃
発
と
同
時
に
幕
府
に
入

っ
た

「風
説
」
（情
報
）
も
同
様
の
内
容
で
す
。

わ
ざ
わ
ざ
無
礼
の
態
度
を
と

っ
た
か
の

よ
う
に
申
立
て
殺
害
し
た
薩
人
の

「実

に
に
く
む
べ
き
所
置
」
と
報
じ
て
い
ま
す
。

奈
良
原
ら
は
、
意
図
的
に
異
人
斬
り

を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
ら
も
久
光
と

尊
攘
派
と
の
間
で
煩
悶
し
て
い
た
。
異

人
斬
り
に
よ
り
、
薩
摩
藩
も
久
光
も
攘

夷
の
方
向
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
。
史
料
を
読
ん
で
い
く
と
、
そ

う
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
の
で
す
。
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この人に聞く

四
侯
会
議
の
失
敗

慶
応
３
年

（１
８
６
７
）
５
月
、
京

都
で
四
侯
会
議
が
も
た
れ
ま
し
た
。
島

津
久
光
、
松
平
春
嶽
、
伊
達
宗
城
、
山

内
容
堂
の
４
名
で
す
。
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
兵
庫
開
港
問
題
と
長
州
処
分
問
題

が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を

踏
ま
え
、
四
侯
は
二
条
城
で
将
軍
慶
喜

い
ま
す
。

船
中
八
策
か
ら
大
政
奉
還
ヘ

慶
応
３
年
６
月
、
長
崎
か
ら
京
に
向

か
っ
た
坂
本
龍
馬
は
船
内
で
後
藤
象
二

郎
と

「大
政
奉
還
」
の
構
想
を
ま
と
め

ま
し
た
。
「船
中
八
策
」
で
す
。
も

っ

と
も
最
近
で
は
別
の
解
釈
も
あ
り
ま
す
。

上
京
し
た
後
藤
は
、
薩
摩
藩
の
小
松

帯
刀
、
西
郷
、
大
久
保
を
訪
ね
、
「大

政
奉
還
」
と

「王
政
復
古
」
を
説
き
、

薩
土
盟
約
を
成
立
さ
せ
ま
す
。
後
藤

は
、
西
郷
や
大
久
保
を
相
手
に
全
然

一

歩
も
譲
ら
ず
に
大
い
に
喋

っ
た
。
お
ま

け
に
愛
敬
も
あ
る
。
痛
快
な
土
佐
人
で

し
た
。
薩
土
盟
約
は
、
後
藤
や
龍
馬
が

い
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ

っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
後
藤
は
幕
府
若
年
寄
格
の

永
井
尚
志
と
交
渉
し
、
９
月
に
は
大
政

奉
還
の
建
白
書
提
出
を
決
意
し
ま
す
。

と
交
渉
し
た
の
で
す
。

四
侯
は
、
長
州

へ
の
寛
大
な
処
分
を

優
先
す
る
二
段
階
方
式
を
求
め
ま
す

が
、
将
軍
慶
喜
は
、
あ
く
ま
で
両
問
題

の
同
時
解
決
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

久
光
以
外
の
三
侯
は
、
幕
府
と
諸
藩
の

申
立
て
を
朝
廷
が
上
か
ら
許
す

「降
勅

方
式
」
を
主
張
し
ま
す
が
、
慶
喜
は
、

この人に聞く

後藤象二郎

鳥羽伏見の戦い

十
五
代
将
軍
慶
喜
と
薩
摩
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム

従
来
通
り
幕
府
の
奉
請
を
朝
廷
が
許
す

「勅
許
方
式
」
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。

慶
喜
の
突

っ
張
り
で
四
侯
会
議
は
、

成
果
を
挙
げ
ず
に
終
わ
り
ま
す
。
幕
府

と
雄
藩
と
の
合
議
体
制
を
目
指
す
島
津

久
光
の
意
図
も
潰
し
て
し
ま

っ
た
の
で

す
。
久
光
の
成
光
は
落
ち
、
西
郷
や
大

久
保
の
力
が
上
が

っ
て
い
き
ま
す
。
四

侯
会
議
と
の
協
調
で
諸
問
題
を
上
手
く

対
処
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
そ

れ
を
壊
し
て
し
ま

っ
た
慶
喜
の
責
任
は

大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

原
市
之
連
の
階
殺

慶
応
３
年
８
月
、
慶
喜
の
側
近
、
原

市
之
進
が
暗
殺
さ
れ
ま
し
た
。
原
は
水

戸
藩
士
で
し
た
が
慶
喜
に
取
り
立
て
ら

れ
て
、
累
進
を
重
ね
幕
府
日
付
に
進
み

ま
し
た
。
原
の
死
は
、
慶
喜
の
手
か
ら

西
郷
、
大
久
保
に
匹
敵
す
る
謀
臣
が
奪

わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

西
郷
や
大
久
保
は
、
格
別
な
男
た
ち

で
す
。
薩
摩
か
ら
本
当
に
覚
悟
を
決
め

て
や
っ
て
き
て
い
る
。
暴
力
や
脅
し
、

何
で
も
た
め
ら
わ
な
い
。
岩
倉
具
視
と

組
ん
で
討
幕
の
密
勅
も
平
気
で
捏
造
す

る
。
最
後
に
は
主
君
の
島
津
久
光
ま
で

裏
切
る
。

「薩
摩

マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
」
の
術
策
、

陰
謀
は
度
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
最
後
は
、
西
郷
、
大
久
保
自
身
が

非
業
の
死
で
人
生
を
終
わ
り
ま
す
。

幕
臣
に
も
川
路
聖
誤
や
小
栗
上
野

介
、
水
野
忠
徳
な
ど
優
秀
な
人
物
は
何

人
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
所
詮
彼
ら

は
品
が
良
す
ぎ
た
。
都
会
人
で
諦
め
も

早
す
ぎ
る
。
ク
乱
世
″
で
は
も

っ
と
ガ

ラ
が
悪
く
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
で
す
。

唯

一
、
対
抗
で
き
た
の
が
原
市
之
進

で
し
た
。
幕
府
内
部
や
水
戸
藩
で
も
性

格

「陰
険
」
と
い
わ
れ
た
原
こ
そ
が
、

極
め
て
良
く
似
た
大
久
保
と
渡
り
合
え

る
人
材
だ

っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
過
小
評
価
さ
れ
る
か
、
無

視
さ
れ
が
ち
な
原
の
暗
殺
事
件
で
す

が
、
歴
史
的
重
要
性
は
大
き
い
。
そ
れ

を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
の
は
、
や
は

り
慶
菖
に
加
え
て
大
久
保
だ

っ
た
と
思

坂
城
に
戻
り
再
戦
を
期
し
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
夜
、
慶
喜
は
密
か
に
大
坂

城
を
捨
て
て
江
戸

へ
退
却
し
て
し
ま

っ

た
。
こ
れ
で
、
旧
幕
府
の
敗
北
は
決
定

的
と
な
り
ま
し
た
。

世
界
を
見
て
い
た
慶
喜

こ
の
時
も
、
慶
喜
は
先
の
先
を
読
ん

で
い
ま
し
た
。
賢
す
ぎ
る
の
で
す
。
何

を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
と

「世
界
」

で
す
。

イ
ギ
リ
ス
公
使

の
パ
ー
ク
ス
や
フ

ラ
ン
ス
公
使
の
ロ
ッ
シ
ュ
と
は
親
交
が

あ

っ
た
。
彼
ら
の
世
界
観
、
対
日
観
も

知

っ
て
い
た
。
こ
ん
な
連
中
を
前
に
し

て
、
幕
府
と
薩
長
が
関
ケ
原
レ
ベ
ル
の

戦
い
を
や
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
銃
を

は
じ
め
武
器
は
全
て
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ

ン
ス
か
ら
買

っ
て
い
る
の
で
す
。
海
外

列
強
の
い
い
よ
う
に
や
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。

慶
喜
に
は
気
の
毒
な
面
も
あ

っ
た
。

当
時
、
こ
う
し
た
展
開
を
読
め
て
い
た

人
間
は
他
に
ど
れ
だ
け
い
た
か
。
立
場

の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
西
郷
は
分
か
っ

て
い
た
で
し
ょ
う
。
最
後
の
所
で
寸
止

め
を
し
て
、
大
規
模
な
内
戦
を
回
避
す

る
と
と
も
に
、
徳
川
家
を
世
に
残
し
た

の
で
す
。

将軍慶喜

原市之進

(国立国会図書館デジタルコレクション)

(出典:近代日本人の肖像)

土
佐
藩
の
山
内
容
堂
の
建
白
書
が
老
中

板
倉
伊
賀
守
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

１０
月
１３
日
、
遂
に
二
条
城
大
広
間
で

大
政
奉
還
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

機
先
を
制
し
た
慶
喜

慶
喜
は
、
頭
の
良
い
男
で
し
た
。
同

時
に
先
が
見
え
る
。
先
の
先
ま
で
読
め

る
。
そ
う
い
う
鋭

い
タ
イ
プ

の
人
間

だ

っ
た
の
で
す
。

大
政
奉
還
は
、
彼
の
大
き
な
賭
け
で

し
た
。
賭
け
は
ひ
と
ま
ず
勝

っ
た
。
さ

す
が
の
岩
倉
や
大
久
保
も
、
政
権
を
返

上
さ
れ
た
た
め
に
、
彼
ら
が
や
ろ
う
と

し
て
い
た
倒
幕
の
気
勢
を
そ
が
れ
て
し

ま

っ
た
。
大
政
奉
還
は
、
「討
幕
の
密

勅
」
に
ぎ
り
ぎ
り
先
ん
じ
て
出
さ
れ
た

政
治
決
断
の
傑
作
で
し
た
。

『小
御
所
会
議
」
と
鳥
羽
伏
見
の
戦
い

慶
応
３
年
１２
月
９
日
、
「工
政
復
古

の
大
号
令
」
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
同

時
に
京
都
御
所
で

「小
御
所
会
議
」
が

開
か
れ
ま
す
。
会
議
は
紛
糾
し
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
慶
喜
の
官
位
辞
退
と
徳

川
家
領
の
削
封
が
決
ま
り
ま
す
。
い
わ

ゆ
る

「辞
官
納
地
」
で
す
。

そ
の
前
か
ら
彼
は
公
家
や
諸
侯
と
の

会
議
に
出
な
く
な

っ
て
い
た
。
原
市
之

進
は
じ
め
然
る
べ
き
人
物
が
旧
幕
府
に

い
な
く
な

っ
た
た
め
、
慶
喜
が
自
ら
、

天
皇
の
前
で
、
大
久
保
と
や
り
合
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
か

っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
慶
喜
は
二
条
城
を
撤
退
し

て
大
坂
城

へ
移
動
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
も
駄
目
で
す
。
諸
侯
の
中
に
は
幕

府
を
支
持
す
る
勢
力
も
い
た
。
「
こ
こ

で
や
る
ん
だ
。
京
都
が
ま
た
火
事
に
な

る
ぞ
」
と
開
き
直
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
れ
が
私
の
一一ξ
つ
ガ
ラ
の
悪
さ
で
す
。

慶
応
４
年

（１
８
６
８
）
１
月
、
鳥

羽
伏
見
の
戦
い
で
敗
れ
た
幕
府
軍
は
大
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