


転
換
期
を
と
ら
え
る
多
様
な
視
線

幕
末
史
研
究
家

西
澤

朱
実

戊
辰
内
戦
の
最
終
段
階
と
し
て
出
来
し
た
箱
館
戦
争
は
、
様
々
な
意
味
で
近
代
と

し
ゅ
っ
た
い

前
近
代
を
分
け
る
画
期
と
な
っ
た
。
戦
闘
に
投
入
さ
れ
た
銃
火
器
や
艦
船
な
ど
の

物
質
面
は
も
ち
ろ
ん
、
国
際
法
を
背
景
に
誕
生
し
た
い
わ
ゆ
る
箱
館
共
和
国
の
よ
う

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

に
、
知
識
や
精
神
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
近
代
性
も
ま
た
、
こ
の
戦
い
を
定
義
す
る

キ
イ
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
中
で
も
旧
幕
軍
の
箱
館
病
院
は
、
我
が
国
赤
十
字
の

嚆
矢
と
な
り
戦
争
終
結
へ
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
点
で
、
近
代
戦
と
し
て
の
箱
館

戦
争
を
象
徴
す
る
存
在
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
書
前
半
の
「
高
松
凌
雲
翁
経
歴
談
」
は
、
そ
の
箱
館
病
院
を
興
し
、
全
権
委
任

を
以
て
こ
れ
を
統
轄
し
た
高
松
凌
雲
の
一
代
記
で
あ
る
。
そ
の
折
々
の
言
動
を
盟
友

＝
磐
瀬
玄
策
が
門
人
ら
に
取
材
し
、
自
伝
風
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
明
治
四
五
年
、

上
野
精
養
軒
で
開
か
れ
た
凌
雲
喜
寿
の
祝
賀
会
に
於
て
頒
布
さ
れ
た
。
が
、
こ
こ
で

は
筑
後
古
飯
村
の
豪
農
の
三
男
か
ら
将
軍
侍
医
へ
と
駆
け
上
っ
た
出

世
譚
も
、
石

サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー

川
桜
所
と
緒
方
洪
庵
に
学
び
、
後
年
警
視
局
か
ら
「
官
等
月
俸
は
所
望
に
従
ふ
可
し
」

と
重
聘
さ
れ
る
卓
越
し
た
技
量
の
習
得
過
程
も
、
合
わ
せ
て
全
体
の
二
割
程
度
し
か

触
れ
ら
れ
な
い
。
本
編
が
こ
れ
こ
そ
が
高
松
凌
雲
だ
と
世
に
示
す
の
は
、
慶
応
三
年
、

徳
川
昭
武
の
パ
リ
万
博
使
節
団
と
し
て
欧
州
に
学
ん
だ
新
知
識
人
で
あ
り
、
維
新
後

す
べ
て
の
仕
官
話
を
謝
絶
し
、
同
愛
社
に
よ
る
貧
民
医
療
に
生
涯
を
捧
げ
た
在
野
の

医
師
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
、
箱
館
戦
争
で
傷
病
兵
を
守
り
抜
い
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。

凌
雲
の
滞
欧
は
一
年
半
近
く
に
及
ん
だ
が
、
本
編
で
は
昭
武
に
従
い
ス
イ
ス
・
イ

タ
リ
ア
な
ど
を
訪
れ
た
約
二
ヵ
月
半
が
主
に
語
ら
れ
る
。
昭
武
の
『
渡
欧
日
記
』
や

渋
沢
栄
一
『
滞
仏
日
記
』
に
比
べ
て
淡
泊
な
記
述
と
は
い
え
、
軍
事
演
習
や
工
場
、

史
跡
・
劇
場
・
美
術
館
に
至
る
ま
で
、
彼
ら
が
見
聞
し
た
も
の
の
多
様
さ
に
驚
か
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
余
談
な
が
ら
、
こ
の
頃
、
佐
賀
藩
か
ら
は
の
ち
に
日
本
赤
十
字
社
を

興
す
佐
野
常
民
が
渡
欧
中
で
あ
り
、
凌
雲
と
佐
野
と
い
う
二
人
の
医
師
が
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
赤
十
字
の
存
在
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
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英
医
ウ
ィ
リ
ス
が
負
傷
捕
虜
の
鏖
殺
を
危
惧
し
た
戊
辰
戦
争
当
時
、
北
航
し
た
凌

雲
と
旧
幕
軍
箱
館
病
院
に
よ
る
敵
味
方
な
い
施
療
は
、
我
が
国
赤
十
字
の
第
一
歩
と

な
る
画
期
的
な
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
の
真
価
は
む
し
ろ
、
戦
火
が
迫
る
中
で

そ
の
地
に
在
り
続
け
、
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
の
説
く
救
護
者
の
中
立
性
を
病
院
の
非

戦
中
立
と
し
て
体
現
す
る
こ
と
で
敵
・
味
方
を
超
え
る
第
三
の
道
を
戦
場
に
示
し
た
、

よ
り
本
質
的
な
赤
十
字
精
神
の
発
動
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
残
念
な
が

ら
、
そ
の
原
点
と
な
る
出
逢
い
は
本
編
に
記
さ
れ
な
い
が
、
「
欧
洲
各
国
に
於
て
も
負

●

●

傷
し
て
戦
闘
力
な
き
者
は
彼
我
の
別
な
く
互
に
治
療
を
施
す
の
法
あ
り
」
と
の
凌
雲

●

の
言
葉
は
、
こ
の
時
箱
館
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
が
カ
タ
チ
と
し
て
の
赤
十
字
で
は

な
く
、
十
六
ヵ
国
が
締
約
し
、
発
足
間
も
な
い
赤
十
字
社
を
唯
一
無
二
の
存
在
た
ら

R
e
d
 
C
r
o
s
s

し
め
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
理
念
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ

コ

コ

ロ

れ
は
ま
た
、
病
院
を
介
し
た
終
戦
工
作
と
い
う
世
界
的
に
稀
有
な
試
み
が
、
箱
館
に

於
て
可
能
と
な
る
最
大
の
要
因
で
も
あ
っ
た
。

明
治
二
年
五
月
十
二
日
夜
、
薩
摩
藩
か
ら
入
院
中
の
諏
訪
常
吉
へ
依
頼
し
て
始
ま

る
こ
の
和
議
勧
告
に
つ
い
て
は
、
『
小
野
権
之
丞
日
記
』
に
さ
ら
に
詳
し
く
、
本
編
と

の
併
読
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
、
凌
雲
が
五
月
十
四
日
朝
と
記
憶
す
る

●

五
稜
郭
か
ら
の
返
書
は
、
『
小
野
日
記
』
に
よ
り
同
日
夕
方
以
降
へ
と
修
正
さ
れ
る
こ

●

●

●

●

と
で
、
十
二
日
か
ら
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
整
合
性
を
伴
う
事
象
と
な
っ
て
い
く
。

こ
の
、
人
と
文
書
の
往
来
が
透
映
す
る
の
は
、
戦
争
と
い
う
極
限
状
態
の
下
、
情
と

理
の
間
で
葛
藤
し
つ
つ
も
よ
り
平
和
的
・
人
道
的
な
未
来
を
志
す
理
性
の
輝
き
で
あ

る
。
そ
れ
は
凌
雲
や
小
野
、
使
者
と
な
っ
た
傷
病
兵
ら
に
限
ら
ず
、
病
院
保
護
を
最

初
に
約
し
た
山
下
喜
次
郎
を
は
じ
め
、
池
田
次
郎
兵
衛
（
貞
賢
）

や
田
島
敬
蔵
（
永
山
友
右

衛
門
盛
繁
）
・
村
橋
直
衛
な
ど
、
和
議
周
旋
に
携
わ
っ
た
薩
軍
士
官
の
多
く
が
凌
雲
へ
の

激
励
と
食
糧
・
医
薬
品
の
提
供
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
特
に
池
田
に
対
す
る
凌
雲
の
謝
意
は
並
々
な
ら
ず
、
本
編
は
彼
へ
の
追

悼
で
終
わ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
池
田
も
病
院
接
収
時
の
貴
重
な
証
言
を

残
し
（
『
史
談
会
速
記
録
』
二
〇
二
輯
）
、
再
会
を
果
た
し
た
最
晩
年
、
凌
雲
の
た
め
に
山
水
画

を
描
き
厚
情
に
応
え
た
。
絶
筆
と
な
っ
た
こ
の
絵
は
本
書
の
巻
頭
を
飾
り
、
五
稜
郭

や
弁
天
台
場
か
ら
の
返
書
（
五
稜
郭
分
は
写
本
）

の
写
真
と
と
も
に
、
幾
星
霜
を
経
て
な
お

失
わ
れ
ぬ
情
誼
と
、
そ
の
折
の
時
間
の
重
み
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
当
時
旧
幕
軍
箱
館
病
院
が
洋
薬
を
用
い
、
官
軍
の
大
病
院
よ
り
遙
か

に
施
療
が
充
実
し
て
い
た
こ
と
や
、
患
者
の
銃
・
金
創
は
三
割
弱
に
す
ぎ
ず
、
多
く

が
病
者
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
医
学
史
上
特
筆
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
本
編
は
、

近
代
医
学
の
転
機
に
於
け
る
一
側
面
を
簡
略
な
が
ら
記
録
す
る
と
と
も
に
、
病
院
へ

の
艦
砲
弾
・
小
銃
弾
の
飛
来
を
生
々
し
く
綴
り
、
あ
る
い
は
凌
雲
の
実
兄
＝
古
屋
佐

久
左
衛
門
や
関
広
右
衛
門
、
永
峰
弥
吉
・
佐
和
正
と
い
っ
た
関
係
者
の
動
向
を
伝
え
、

数
少
な
い
非
戦
闘
員
の
手
記
と
し
て
、
各
方
面
の
研
究
に
有
為
な
情
報
を
提
供
す
る

も
の
で
も
あ
る
。

戦
後
の
凌
雲
は
徳
島
藩
邸
で
の
謹
慎
を
経
て
開
業
し
、
在
野
の
医
師
と
し
て
終
わ

る
が
、
箱
館
病
院
は
そ
の
後
の
彼
の
人
生
の
原
点
で
あ
り
続
け
た
。
明
治
十
二
年
、

留
学
中
に
通
っ
た
パ
リ
市
民
病
院
の
よ
う
な
「
人
民
共
立
ノ
貧
民
病
院
」
（
『
同
愛
社
五
十

オ

テ

ル

・

デ

ュ

ー

年
史
』）

の
設
立
を
目
指
し
て
立
ち
上
げ
た
同
愛
社
は
、
戦
時
と
平
時
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、

箱
館
病
院
が
掲
げ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
じ
理
念
の
産
物
で
あ
る
。

常
に
病
者
と
い
う
弱
者
に
寄
り
添
っ
た
凌
雲
は
、
か
つ
て
多
く
の
志
士
の
背
中
を

押
し
た
「
上
医
は
国
を
医
し
中
医
は
人
を
医
し
下
医
は
病
を
医
す
」
の
麗
辞
の
対
極

い
や

に
、
そ
れ
が
定
め
る
上
下
の
別
を
超
え
て
あ
り
続
け
る
存
在
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

患
者
の
信
頼
な
く
し
て
医
の
本
分
は
尽
く
せ
ぬ
と
語
り
、
古
武
士
の
よ
う
に
義
理
堅

く
信
義
と
礼
節
を
重
ん
ず
る
そ
の
姿
か
ら
は
、
単
に
病
を
癒
す
こ
と
を
生
業
と
す
る

な
り
わ
い

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
国
の
基
た
る
〝
人
〞
を
診
る
者
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
明
治
日

も
と
い

本
を
医
療
面
か
ら
近
代
国
家
へ
と
導
く
者
と
し
て
の
、
揺
る
ぎ
な
い
信
念
と
高
い
矜

恃
が
窺
え
る
。
徳
川
慶
喜
か
ら
贈
ら
れ
た
「
至
誠
一
貫
」
の
文
字
そ
の
ま
ま
に
、
移

ろ
う
時
代
の
中
で
変
わ
ら
ぬ
医
の
誠
を
追
い
求
め
た
魂
の
軌
跡
が
、
高
松
凌
雲
と
い

う
生
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
書
の
後
半
を
占
め
る
「
函
館
戦
争
史
料
」
は
、
凌
雲
と
は
逆
の
視
点
か

ら
捉
え
た
箱
館
戦
争
に
な
る
。
昭
和
十
年
、
函
館
招
魂
社
が
祭
神
で
あ
る
官
軍
戦
没

者
の
事
蹟
伝
承
を
目
的
に
編
ん
だ
書
籍
の
第
一
輯
で
、
松
前
藩
「
戦
争
御
届
書
」
、
弘

前
藩
「
戊
辰
藩
情
」
、
岡
山
藩
の
「
箱
館
戦
争
始
末
」
と
「
賞
功
録
一
綴
」
を
収
録
す

る
。
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
広
く
官
軍
側
か
ら
箱
館
戦
争
の
記
録
を
試
み
た
意

欲
作
で
あ
り
、
未
刊
の
第
二
輯
以
降
を
含
め
、
シ
リ
ー
ズ
の
完
成
形
を
見
た
か
っ
た

と
思
わ
せ
る
史
料
集
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
「
戦
争
御
届
書
」
と
「
箱
館
戦
争
始
末
」
は
『
復
古
記
』
が
採
録
す
る

「
松
前
修
広
家
記
」
「
岡
山
藩
記
」
と
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、
断
片
化
し
て
い
な
い
分
、
一

連
の
経
緯
を
捉
え
や
す
い
。
特
に
達
書
類
の
多
い
「
箱
館
戦
争
始
末
」
は
、
岡
山
藩

の
み
な
ら
ず
、
青
森
口
総
督
府
や
軍
務
官
の
記
録
と
し
て
も
充
分
な
内
容
を
備
え
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
旧
幕
軍
側
史
料
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
い
、
湯
の
川

方
面
の
恭
順
の
詳
細
が
見
ら
れ
る
点
も
興
味
深
い
。
他
方
、
松
前
藩
「
戦
争
御
届
書
」

に
は
戦
果
の
過
大
申
告
が
認
め
ら
れ
、
内
容
的
に
少
々
危
う
い
が
、
末
尾
の
分
捕
品

一
覧
が
目
を
引
く
。
ス
ナ
イ
ド
ル
銃
の
弾
薬
や
薬
莢
・
サ
ー
ベ
ル
と
い
っ
た
旧
幕
軍

の
装
備
実
態
を
窺
わ
せ
る
遺
留
物
は
も
と
よ
り
、
陣
地
や
小
屋
ま
で
申
請
さ
れ
る
の

に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
捕
虜
が
物
品
同
様
の
記
載
と
な
っ
て
い

る
こ
と
と
関
連
し
て
、
同
藩
に
は
、
高
松
凌
雲
が
憤
慨
し
た
高
龍
寺
で
の
傷
病
兵
虐

殺
や
、
捕
虜
虐
待
の
疑
い
が
残
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
収
録
史
料
中
、
最
も
異
彩
を
放
つ
の
は
岡
山
藩
の
「
賞
功

録
一
綴
」
だ
ろ
う
。
計
八
編
の
行
賞
録
と
草
案
に
、
の
べ
一
千
人
近
い
従
軍
者
の
戦

功
と
恩
賞
が
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
箱
館
戦
争
限
定
と
は
い
え
、
上
級
藩
士
か

ら
農
民
ま
で
一
藩
丸
々
の
行
賞
は
圧
巻
で
、
特
に
白
黒
の
丸
印
で
戦
の
大
小
が
カ
ウ

ン
ト
さ
れ
た
「
武
功
案
（
厚
沢
辺
口
）
」
は
、
論
功
過
程
を
窺
え
る
珍
し
い
史
料
で
あ
る
。

逆
に
弘
前
藩
「
戊
辰
藩
情
」
で
は
大
半
が
奥
羽
戦
争
期
の
記
録
と
な
り
、
箱
館
戦
争

に
関
す
る
も
の
は
末
尾
の
名
簿
類
の
一
部
に
限
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
戦
没
者
十
七

名
の
生
年
・
出
自
・
埋
葬
地
が
記
さ
れ
た
「
戊
辰
役
戦
死
人
名
」
な
ど
は
、
歴
史
の

ご
く
細
部
を
埋
め
る
堅
実
な
史
料
で
あ
る
。

本
書
は
、
「
高
松
凌
雲
翁
経
歴
談
」
と
「
函
館
戦
争
史
料
」
と
い
う
、
視
点
も
ス
タ

イ
ル
も
異
な
る
二
冊
が
合
本
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
的
な
統
一
感
に
は
や
や
欠
け

る
印
象
が
否
め
な
い
。
が
、
そ
の
視
線
の
多
様
性
は
、
箱
館
戦
争
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
を
経
て
急
速
に
近
代
化
し
た
明
治
日
本
を
よ
り
深
く
読
み
解
く
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
る
べ

本
書
の
復
刻
が
、
か
の
時
代
へ
の
さ
ら
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
源
と
な
る
こ
と
を
願
う

次
第
で
あ
る
。
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