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《

研

究
ノ

ー

ト
》

戊
辰
戟

争
及
び

群
馬
事
件
に

関
す
る

断
章

稲

田

雅

洋

本
ノ

ー

ト
は

､

筆
者
が

こ

れ

ま

で

群
馬
事
件
に

関
し
て

述
べ

た

二

つ

の

論
稿
(

｢

群
馬

事
件
と

そ
の

背
景
+

『

歴
史
学
研

究
』

四

〇
五

号
､

｢

民

権

運
動
と

士

族
+

『

一

橋
論
叢
』

第
七

一

巻
第
六

号
)

に

お

い

て
､

本
来
(

注
)

と

し
て

あ
っ

た

も
の

の

う

ち

紙
数
の

関
係
な

ど

の

理

由
で

割
愛
し
た
い

く

つ

か

の

問
題
の

中
か

ら
､

特
に

重

要
で

あ

る

と

思
わ

れ

る

二

つ

の

点
を

と

り

出
し

､

少
し

詳
し

く

見
た

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

各
節
間
に

は
､

内

容
上

相
互

関
係
の

な
い

こ

と

を
､

は

じ
め

に

断
っ

て

お

き

た
い

｡

l

戊
辰
内
乱
を

ど

う
み

る

か

-
個
別
領
有

権
の

､

連

合
に

よ

る

存

続

(

‖

列

藩
同
盟
)

と
そ

の

否
定
(

‖

天
皇
制
絶
対

主
義
)

と

の

争
い

か
､

そ

れ

と

も

絶
対

主
義
を

め

ぐ
る

二

つ

の

路
線
の

争
い

か
､

あ

る

い

は

士
族

反
乱
を

内
包
し

た

そ
の

ヴ
ァ

リ
エ

ー

シ

ョ

ン

か

-
に

関
し
て

は

諸
説
が

あ

る

が
､

こ

こ

で

は

そ
れ

に

は

触
れ

な
い

｡

た

だ
､

日

本
の

近

代
思
想
を

考
え

る

場
合
に

は
､

天
皇
制
絶
対

主
義
の

勝
利
を

､

｢

反
動
+

に

対

す

る

｢

進
歩
+

｢

開
明
+

な
い

し
は

｢

人

民
の

支
持
+

の

勝
利
と

み

る

産
衣
中
心

的
進
歩
史
観
だ

け

で

は
､

散
る

華
の

哀
れ

さ

へ

の

共
感
を

込
め

た

判
官
最

員
的
な

心

情
史
観
に

生

き

た

少
な

か

ら

ざ
る

日

本
人
の

心

と
の

交
感
が

で

き

ず
､

そ
れ

放
い

っ

ま

で

た
っ

て

も

そ

う

し
た

心

情
史
観
を

止

揚
し

え
ぬ

丈
で

は

な

く
､

そ
も

そ

も

そ

う

し

た

視
方
は

､

｢

疫
我

慢
+

｢

負
け

犬
+

的

心

情
を

そ
の

真
に

隠
し
も
っ

て

い

た

福
沢

的
文
明
論
に

さ

え

遠
か

及

ば

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

を

白
成
し

て

お

く
こ

と

は

必

要
な
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

自
覚
が

な
い

と
､

日

本
の

近

代
思
想
が

そ

れ

な

り
に

も
っ

た

ダ
イ

ナ
､

､

､

ズ

ム

と

の

か

か

わ

り

あ
い

を
､

自
ら

拒
香
す

る

こ

と
に

な

る

か

ら
で

あ

る
｡

(

1
)

こ

の

点
で

､

山
路
愛
山
が

｢

精
神
的
的
革
命
は

時

代
の

陰
よ

り

出
づ
+

と

喝
破
し
､

植
村
正

久
･

本

多
庸

一

･

押
川
方
義
ら

明

治
期
の

著
名
な

キ

リ

ス

ト

教
徒
が

い

ず
れ

も

幕
臣
な

い

し
は

佐
幕
藩
の

子

弟
で

あ
っ

た
こ

と

を

指
摘
し
た

の

は
､

経
世
の

文
人
と

し
て

は

さ

す

が

で

あ

る
｡

｢

朝
敵
+

故

に

浮
世
の

栄
華
も

俗
界
の

好
地

位
を
も

望
み

え
ぬ

青
年
こ

そ

が
､

｢

時

代

(

ゥ
･

)

を

批
評
し

､

時
代
と

戦
わ

ん

と

す

る

新
信
仰
を

懐
抱
+

し

た

の

だ

と
い

う

主
張
は

-
実
を

い

う
と
こ

の

主

張
は

､

彰
義
隊
に

参
加
し

た

旧

幕
臣
を

父
に

も

ち
､

幼
少
の

醐
よ

り

酸
苦
の

現
世
を

相
捗

っ

て

き

た

当
の

愛
山
自

ら

を
､

他
の

誰
よ

り
も

多
く

語
っ

て

い

る

の

だ
が

-
､

近

代
日

本
へ

の

批
判
が

｢

反
動
+

の

中
に

こ

そ

胚
胎
し

た

こ

と

を

射
貫
い

て

お

り
､

又

同

時
に

当
時
の

時
代
状
況
を

も

端
的
に

語
っ

て

い

る

と
い

え

る
｡

戊
辰
の

官
軍
東
征
に

際
し
､

｢

鎮
撫
+

の

対

象
と

な
っ

た

上

州

高

崎

藩

の

藩
士
の

子

弟
で

､

後
に

日

銀
盆
栽
と

な
っ

た

深
井
英
五

(

一

八

七
一

-

一

九
四
五
)

は
､

幼
少
年
期
の

想
い

出
を

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

明

治
維
新
の

風
雲
に

乗
り

得
ざ

り

し

旧

藩
士
の

子

弟
は

､

父

兄
の

語

r

∂

る

所
を

聞
い

て
､

没
落
せ

る

階
級
の

悲
哀
を

感
ず
る

と

同
時
に

､

時
勢

.
㍊
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に

飛

躍
せ

ん

と

す
る

発
奮
の

意
気
が

盛
ん

で

あ
っ

た
｡

｢

え

ら

く

な

ら

ぅ
+

｢

何
に

な

ら

う
+

と
云

ふ

の

が

子
供
の

仲
間
で

も

日

常
の

話

題
で

あ
っ

た
｡

(

中
略
)

然
し

私
は

､

藩
閥
の

出
身
に

あ

ら

ず
し

て

官

吏
と

な

る

も

志
を

伸
ぶ

る

こ

と

は

出
来
な
い

と

云

ふ

こ

と

を

兄
か

ら

屡
ヒ

聞

か

さ
れ

て
､

之
に

共
鳴
し

た
｡

…

…

私
の

子

供
心

を

惹
き

付
け
た

一

の

目

標
は

､

法
律
を

学
ん

で

弁
護
士
と

な

る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

…

…

そ

れ

な

ら
ば

何
等
の

背
景
後
援
に

も

頼
ら

ず
し
て

､

自
力
で

出
来
る

だ

ら

う

か

ら

面
白
い

一

極
め

て

単
純
に

思
い

込
ん
だ

の

で

あ

る
｡

然
し

そ

れ

は
､

所
謂
藩
閥
に

対

抗
す

る

気
分
か

ら

出
て

来
た

思
付
で

､

素
質
の

適
応
性

又
は

実
現
の

可
能
性
を

考
へ

た

上
の

こ

と
で

な
い

か

ら
､

失
張
当
座
の

(

3
)

空
想
に

過
ぎ

な

か

っ

た
｡

深
井
は

後
に

同
志
社
1
民

友
社
1
大
蔵
省
と
い

う
コ

ー

ス

を

歩
む
こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

が
､

蘇
峰
に

私
淑
後
は

と

も

か

く

も
､

引
用
し

た

時
期

の

直
後
の

入

信

1
同
志
社
入

学
は

､

明
ら

か

に

旧
佐

幕
藩
子
弟
の

び

と
つ

の

ゆ

き

方
を

示

し
て

い

る
｡

と

同
時
に

右
の

文

章
は

､

当
時
の

彼
ら
の

人

生

設
計
の

あ

り

方
を

リ
ア

ル

に

表
現
し

て

い

る

と
い

え
よ

う
｡

群
馬
県
か

ら
は

内
村

撃
一

･

柏
木
軋

甲
住

苓
天

来
な

ど
､

近

代
日

本

と

少
な
か

ら

ず
シ

リ

ア

ス

な

緊
張
関
係
を

も
っ

て

生

き
た

キ

リ

ス

ト

者
が

出
て

い

る

の

み

な

ら

ず
､

同
県
の

教
会
数

･

信
徒
数
が

全
国
の

上

位
に

位

置
す
る

教
勢
を

誇
っ

た
こ

と

は
､

維
新
期
の

動
向
と

必

ず
し

も

無
縁
で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

同
県
に

お

け

る

キ

リ

ス

ト

教
の

展
開
は

､

新
島
嚢
-
湯

浅

治
郎
の

安
中
教
会
に

代
表
さ

れ

る

組
合
教
会
系
や

､

田

島
弥
平
(

蚕
種
業

者
)

ら

佐
位
郡
島
村
の

島
村
美
以

教
会
(

米
メ

ソ

ジ

ス

ト

系
)

な

ど

豪
農

の

活
躍
に

よ

る

と

こ

ろ

の

大
き
い

こ

と
ほ

事
実
で

あ

る

が
､

ギ

リ
シ

ア

正

敦
の

布
教
に

は

旧

前

橋
藩
士

深
沢

有
象
の

力
に

大
い

に

あ

ず
か

っ

て

い

る

■
溺り

～

こ

と

や
､

十

年
代
の

蔵
原
惟
郭

･

海
老
名
弾
正

ら
の

伝

道
が

前
橋

･

高
崎

等
旧

城
下

に

主
力
を

置
い

た
こ

と

を

考
え
る

と
､

士
族
層
の

存
在
を

も

忘

(

5
)

れ

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

事
実

､

旧

藩
士

子

弟
た

ち
の

中
に

は
､

湯
浅
ら

豪
農
た

ち

を

輔
け
て

廃
娼
運
動

･

青
年
会
運
動

･

女
子

教
育
運
動
に

活

躍

す

る

者
も

多
か
っ

た

の

で

あ

る
｡

彼
ら
こ

そ

は
､

維
新
後
の

士
族
の

｢

受

難
+

の

中
で

人

格
形
成
を

遂
げ
た

世
代
で

あ

る

が
､

彼
ら
に

と
っ

て

明

治

維
新
と

は
い

っ

た

い

何
で

あ
っ

た

の

か
､

以

下

旧

高
崎
藩
士

子

弟
内
村
鑑

三

の

場
合
を

と

り

出
し
て

考
え

て

み

る

こ

と
に

し
よ

う
｡

ま

ず
は

じ
め

に

彼
が

明

治
三

十
年
四

月
『

万

朝
報
』

に

載
せ

た

明
治
政

府
へ

の

歴
史
的
批
判
の

一

部
を

引
用
し

て

お

く
｡

薩
長
政

府
は

如
何
な

る

精
神
と

方

法
と

を

以
て

徳
川
政
府
を

乗
取
り

し

乎
､

是
れ

今
日

大
に

攻
究
す
べ

き

問
題
な

り
､

勤
王

は

誠
に

彼
等
の

精
神
な

り

し

乎
､

公
議
正

論
は

実
に

彼

等
の

方
法
な

り

し

乎
､

彼
等
の

乗

取
り

手
段
に

未
だ

歴
史
の

認
め

ざ
る

隠
謀

議

計
な

り

か

り

し

乎
｡

(

6
)

(

｢

大
に

維
新
歴
史
を

攻

究
せ

よ
+

)

諸
士
に

賊
名
を

負
わ

せ
､

諸
士
の

近

親
を

屠
り

､

諸
士

を

し

て

三

十

年
の

長
き

､

憂
苦

措
く

能
わ

ざ

ら

し

め
た

る

薩
長
の

族
は

､

今
や

日

本

国
民

を

自
利
の

要
具
に

供
し
っ

つ

に

非
ず
や

､

若
し

雲

井
龍
雄
を

し
て

今
日

猶
ほ

在
ら

し

め

ば
､

彼
等
は

何
の

面
あ

り

て

か

此

清
士
に

対

す

る

を

得
ん

､

勤
王

を

名
と

し
､

錦
旗
を

部
へ

し
､

遂
に

日

本
国
の

実
権
を

握
る

に

至
り

し

彼
等
今
日
の

行
為
は

如
何

､

維
新
改
革
な

る

者
の

道
義

的
改
革
に

非
ず
し

て
､

利
己

的
掠
奪
の

一

種
た

り

し
こ

と

は
､

其
今
日

に

顕
れ

た

る

結
果
に

依
り
て

明

瞭
な

る

に

非
ず
や

､

鳴
呼
諸

士
の

被
り
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し

賊
名
を

洗
ひ

去
る

は

今
な

り
､

諸
士
何
ぞ

起
た

ざ

る
｡

(

｢

起
て

よ

佐

(

7
)

幕
の

士
+

)

明
治
二

十

四

年
に

｢

不

敬
事
件
+

を

惹
き

起
し

､

の

ち

日

露
非
戦
論
を

発
表
す

る

内
村
の

､

日

本
を

想
う
気
持
の

強
さ

は
､

決
し
て

人

後
に

落
る

も

の

で

は

な
か

っ

た
｡

香
､

日

本
を

想
え

ば
こ

そ
､

現

実
の

政
府
を

批
判

し
た

の

で

あ

る
｡

だ
が

こ

こ

で

の

問
題
は

批
判
そ

れ

自
体

で

は

な
い

｡

そ

の

思
想
的
位
相
の

あ

り

ど

-
い

か

な
る

処
に

視
点

を

据
え

置
い

て

国
家

を

批
判
し

て

い

る

か

-
の

問
題
で

あ
る

｡

こ

の

点

に

お

い

て

こ

そ
､

当

時
の

反
政
府
諸

思
潮
の

中
で

の

彼
の

特
異
性
は

あ

る
｡

い

か

な

る

時
代
に

お
い

て

も

政
策
論
的
円

環
内
で

の

批
判

派
ほ

あ

る

も

の

で

あ

る
｡

西
欧
流
し
か

り
､

国
粋
派
ま

た

し
か

り
｡

文
明

論
的
基
調
に

貫
か

れ

て

い

た

当
時
の

多
く

の

社
会
批
判
が

､

明

治
維
新
を

､

前
提
的
に

措
定
し
て

進
歩
の

過
程
と

み

な

し

て

い

た

限

り
に

お

い

て
､

内
村
は

孤
立

し

て

い

た

と
い

え
よ

う
｡

彼
に

と
っ

て

維
新
と

は
､

薩
長
の

｢

乗
取
り
+

｢

隠
謀
議
計
+

で

あ

り
､

｢

道
義
的
改
革
に

非
ず
し

て
､

利
己

的
掠
奪

の

一

種
+

で

し
か

な

か

っ

た

の

で

あ

る
｡

内
村
の

薩
長
嫌
い

は

先
の

引
用
か

ら

も

わ
か

る

よ

う
に

か

な

り

強
い

｡

そ

れ

は

生

碍
の

憎
悪
に

近
い

｡

そ

し

て

そ

れ

は
､

無
数
に

あ

る

雑
文

･

随

想
等
自
己
の

心

情
を

素
直
に

表
現
し

て

い

る

文

章
の

随
所
に

､

生
々

し

く

且
つ

荒
々

し

く

吐

き

出
さ

れ

て

い

る
｡

足
柄
山
の

絶
頂
に

登

り
…

…

過
去
二

千

年
間
の

日

本
歴
史
を

思
い

見

れ

ば
､

箱
根
山
系
な
る

も
の

が

い

か

は

ど
､

わ

が

国
の

歴
史
を

支
配
せ

し
か

を

知
る

こ

と
が

で

き
る

｡

こ

の
一

脈
は

…

…

日

本
国
を

東
西
に

分

断
し
て

い

る
｡

西
な

る

は

肥
後
と

薩
摩
と

長
朴
と
に

凝
結
し

､

そ

の

少

弐
､

大
友

､

樺
山

､

高
島
等
の

詔

雄
を

起
こ

し
､

知
長
け

て

欲

深
く

､

日

本
国
の

道
徳
な

き

知
略
を

代
表
し

､

東
な
る

は

相

模
に

両

毛
に

陸
奥

に

そ
の

精
を

集
め

､

新
田

･

北
畠

･

高
山

･

蒲
生
の

諸
賢
を

出
だ

し
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

日

本
国
の

純
潔
な

る

良
心

を

代
表
す
る

｡

西
が

勝
て

ば
､

国
に

節
操
絶

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

え
､

東
が

勝
て

ば
､

民

に

徳

扱
が

起
こ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

箱
故

山
に

登

る

た

び

ご

と

に

今
の

時
勢
を

憤
ら

な
い

こ

と
は

な
い

｡

(

｢

い

か

に

し

て

(

8
)

夏
を

過
ご

さ

ん

か
+

､

傍
点

は

引
用

者
に

よ

る
)

や

ま

と

だ

ま

し
い

山
桜
は

日

本

魂
の

粋
な

り
｡

日

本
国
の

天
然
あ

り

の

ま

ま

な

り
｡

(

中
略
)

関
東
に

天
然
の

山
桜
咲
い

て
､

よ

く

純
粋
の

日

本
人
を

と

ど

め

た

り
｡

山
桜
の

あ

る

所
に

日

本
人
の

自
由
は

存
す

｡

関
東
の

平
原
に

､

西
南
産
の

異

種
の

桜
樹
の

移
植
せ

ら

れ

て

よ

り
､

六

十
余
州
ま

た

自
由

(

g
)

の
一

声
を

だ
に

挙
げ
ざ

る

に

至
れ

り
｡

(

｢

山
桜
か

な
+

)

彼
の

文

章
に

は
､

そ
の

激
情
的
性
格
を

反
映
し

て
､

大
袈
裟
な

と

こ

ろ

が

少
な

く

な
い

が
､

そ
れ

を

割
引
い

た

と

し

て

も
､

彼
の

反
西
南
意
識
は

生

涯
変
る

と
こ

ろ
が

な
か

っ

た

と
い

っ

て

よ
い

｡

数
多
い

内

村
の

伝
記
に

お
い

て
､

札
幌
農
学
校
入

学
以

前
の

こ

と
は

殆

ど

触
れ

ら

れ

て

い

な
い

｡

時
と

し
て

､

彼
の

父
宣

之
が

高
崎
藩
士

で

あ

り
､

漢
学
の

素
養
に

深
い

立

派
な

儒
学
者
に

し
て

､

｢

世

間
ま

れ
に

み

る

と

こ

(

10
)

ろ

の

正

直
の

人
､

忠

臣
､

孝
子

､

慈
父
+

で

あ
っ

た

こ

と

な

ど
が

自
伝
か

ら

引
用
さ

れ

て

い

る

が
､

幕
末
維
新
期
の

高
崎
藩
の

動
向
や

そ
の

中
で

の

宜
之
の

位
置
等
に

つ

い

て

は
あ

ま

り

顧
み

ら
れ

て

い

る

と

は
い

ぇ

な
い

｡

幕
末
維
新
期
の

高
崎
藩
の

動
き

を

具
さ

に

記
し

た

『

高
崎

藩
近

世

史

略
』

を
お

っ

て

ゆ

く
し
+

､

内
村
宣
之
の

名
を

幾
度
か

見
る

こ

と
が

で

き
る

｡

▲7

幕
末
の

高
崎
渚
で

は

復
姓
な

港
内
抗
争
が

起
る

が
､

そ

の

ひ

と
つ

洋
式
兵

彪
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別
採
用
の

是
非
を

め

ぐ

る

慶

昼
一

さ
三

牛
の

争
い

で

は
､

宜
之
は
一

方
の

論
陣
の

急
先

蜂
と

し

て

謹
慎
処
分
に

あ
っ

て

い

る
｡

ま

た

明

治
二

年
に

は

藩
の

飛
地

陸
前
石
巻
の

小

参
事
と

な

り
一

時
赴
任
す

る

が
､

そ
れ

が

左

遷

か

香
か

は

不

明

で

あ

る
｡

｢

正

直
の

人
､

忠
臣

､

孝
子

､

慈

父
+

も

維

新

前
後
の

動
乱
の

中
に

あ
っ

て

は

そ

の

枠
外
に

居
る

こ

と
は

で

き

な

か

っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

そ
の

間
､

一

方
､

鑑
三

は

幕
末
よ

り

明
治
六

年
十

三

歳
で

上

京
す

る

ま
で

の

殆
ど
を
甘
岡

崎
で

過
し

て

い

る
｡

ま

ま

上

州
人

気
質
と

呼

ば

れ
て

い

る

と
こ

ろ

の

彼
の

精
神
的
体
質
の

骨
格
は

､

ほ

ぼ
こ

の

期
に

形

成
さ

れ

た

と

見
な

さ

れ

よ

う
｡

戊
辰
期
の

東
征
官
軍
の

関
東
譜
代

藩
へ

の

対

応
が

如
何
に

厳
し

く

且
つ

威
圧

的
で

あ
っ

た

か
､

又

そ

れ

が

如
何
ほ

ど

に

諸
藩
士

の

憤
激
を

買
う
も

の

で

あ
っ

た

か

に

つ

い

て

は

別

稿
で

述
べ

た

が
､

筆
者
の

上

毛

自
由
党
論

の

視
点
も

こ

こ

に

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

常
に

権
力
志
向
が

働
き

､

そ
こ

に

吸

収
さ

れ

て

ゆ

く

傾
向
の

あ
っ

た

西
南
雄
藩
の

士
族
民

権
家
と

は

異
な

り
､

｢

薩
長
+

｢

専
制
+

政
府
と

徹
底
的
に

対

立

し
て

ゆ

く
こ

と

に

な
っ

た

上

毛

自
由
党
貞
た

ち

の

歴
史
的
性
椿
を

知
る

上

で

大
き

な

要
因
を

な

し
た

の

(

1 1
)

が

官
軍
東
征
で

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

内
村
の

生

涯
を

見
た

と

き
､

札
幌
農
学
校
入

学
は

あ

ま

り
に

も

決
定
的

で

あ
る

｡

ま

た

確
か

に
､

か
の

有
名
な

不

敬
事
件
も

非

戦
論
も

一

人
の

戦

闘
的
ク

リ

ス

チ

ャ

ン

の

状
況
に

対

す
る

生

命
が

け
の

思
想
的
営
為
で

あ
っ

た

と
い

ぇ

よ

う
｡

そ

し
て

内
村
と
い

え

ば
､

ふ

つ

う

キ

リ

ス

ト

教
と

武
士

道
精
神
と

の

結
合
が

言
わ
れ

､

そ
の

戦
闘
的
性
格
も

生

涯
も
そ

こ

か

ら

説

明
さ

れ

が

ち

で

あ
る

｡

そ
れ

は
一

般
論
と

し

て

は

否
定
さ

れ

る

も

の

で

は

な
い

か

も

し

れ

た
い

｡

だ

が

キ

リ

ス

ト

者
内

村
の

精
神
の

深
奥
に

あ
っ

て

変
る

こ

と
の

な

か

っ

た

も
の

､

い

な

彼
の

思
想
的
闘
い

の

バ

ネ

と

す

ら
な

潜り
～

っ

た

と

こ

ろ

の

も

の

を

問
題
に

す
る

と

き
､

そ

れ

を

武
士
道
精
神

一

般
に

解
消
し

､

彼
の

人

間
形
成
の

揺
藍
期
を

彩
っ

た

状

況
か

ら

離
れ

て

し
ま

う

(

1 2
)

こ

と

は

非
歴
史
的
視
方
と

言
わ

ざ

る

を

え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

さ

て
､

内
村
個
人
の

問
題
を

離
れ

､

再
び

群
馬
の

士

族
層
と

キ

リ

ス

ト

教
の

問
題
に

帰
り

､

最
後
に

そ

の

後
の

展
望
を

簡

単
に

述
べ

て

お

く
｡

｢

威
藩
+

と
い

う
｢

時
代
の

陰
+

に

生

れ
､

更
に

父
や

兄
た

ち
の

民

権
運

動
の

敗
退
の

過
程
を

見
な

が

ら

成

長
し
た

第
二

の

せ
代
の

活

躍
は

､

豪

農

主
導
型
の

群
馬
の

キ
リ

ス

ト

教
に

あ

る

種
の

色
彩
り

を

与
え

て

ゆ

く
こ

と

に

な
っ

た
｡

そ

し
て

､

紙
数
の

関
係
で

こ

れ

以

上

言
及
で

き

ぬ

の

は

残
念

だ
が

､

日

本
近

代
の

精
神
文
化

史
に

お
い

て

の

群
馬
の

キ

リ

ス

ト

着
た

ち

の

残
し
た

特
徴
あ

る

軌
跡

-
日

本
初
の

廃
娼
の

実
施

･

第
七

回

衆
院
選

(

明

治
三

十
五

年
)

で

の

木
下
尚
江
の

前
橋
か

ら

の

立

候

補
･

士

族
製
糸

家
深
沢

利
重
の

日

露
非
戦
論

二
鳥

畠
素
之
や

長
加
部
寅
吉
ら

の

『

東
北
評

論
』

-
両

毛
社
会
党
グ
ル

ー

プ

i
と

､

彼
ら
の

活

躍
と

は

決
し
て

無
縁

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

ら
の

点
に

つ

い

て

は
､

更
め
て

詳
述

し
た

い
｡

(

1
)

､

(

2
)

『

現

代
日

本

教

会
史

論
』

｡

(

3
)

深

井

『

回

顧
七

十

年
』

｡

(

4
)

柏

木
は

生
れ

か

ら

言

え

ば

越
後

と

あ
る

が
､

そ

の

生

涯
よ

り

見

て

群

馬

県

人
と

し

て

お

く
｡

(

5
)

萩

原

進
『

群

馬

県

史
明

治

時
代
』

､

森

岡

清

美
『

日

本

の

近

代

社

会

と
キ

ヮ

ス

ト

教
』

を

参

照
｡

(

6
)

､

(

7
)

『

内

村

鑑
三

著

作

集
』

第
三

巻
｡
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(

8
)

『

内

村

鑑
三

信

仰
著

作

全

集
』

･

第

十

九

巻
｡

な

お

内

村
は

､

勤

王

諸

家
と

､

倒

幕
派

を

生

み

出

し

た

雄

藩
を

代

表
と

す
る

｢

西
+

と

を

対

立

的
に

捉
え

て

い

る

こ

と
に

注

意

し
た

い

｡

こ

の

点
に

関

し

て

ほ

拙

稿

｢

民

権

運
動

と

士

族
+

の

二

を

参

照
｡

(

9
)

同

右

第
二

十
四

巻
｡

(

1 0
)

｢

父
の

永
眠

に

つ

き

謹

告

す
+

(

明

治

四

十

年
)

『

著
作

集
』

第

二

十

巻
｡

(

1 1
)

萩
原

造

氏
の

宮

部
襲

論

｢

勇
ま

し
き

先

駆

者
+

に

よ

れ

ば
､

高

崎
の

内

村
家
の

屋

敷
は

宮

部
や

長
坂

八

郎
･

深

井

阜

蘭
ら

後
の

上

毛

自

由

党
の

幹
部
と

な

る

着

た

ち
の

家
々

と

接
し
て

い

た

と
い

う
｡

こ

ぅ

し

た

生

活

環

境
は

彼
の

人

格
形

成
の

上

で

少
な

か

ら

ぬ

影

響
が

あ

っ

た
と

思
わ

れ

る
｡

(

1 2
)

蛇

足
な

が

ら

付

言

す

れ

ば
､

内

村
が

上

毛

自

由

党
と

同

質
で

あ

っ

た
こ

と

を

言

お

う
と

し

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

彼
は

｢

維

新
史

を

攻

究

せ

よ
+

と

同
じ

頃
､

は

っ

き

り

と

次
の

よ

う
に

言
っ

て

い

る
｡

｢

理

想
の

日

本
は

斯

伯

爵

斯
侯

爵
の

日

本
に

非

ず
､

又

誤
て

『

与

論
』

と

称

せ

ら
る

1

壮

士
の

日

本
に

も

非

ず
｡

(

中

略
)

夫
の

排

外

的

頑

え

せ

迷
･

夫
の

蛸

牛

的

似

而

非

愛
国
心

ほ
､

一

時

は

真
の

日

本

と

し

て

通

用

し

た

れ
ど

も
､

現

実
の

日

本
の

贅

床
物

た

ら

ざ

る

を

得
ざ

る

な

り
｡

+

(
｢

理

想
の

日

本
+

『

著
作

集
』

第
三

巻
)

▲2
一

次
に

､

群
馬
事
件
に

つ

い

て
一

言
述
べ

て

お

き

た
い

｡

群
馬
事
件
は

秩

父

事
件
と

共
に

､

自
由
党
左

派
と

勤
労
農
民

と

の

｢

指

導
‖

同
盟
+

に

よ

る

対

｢

専
制
政

府
+

蜂
起
と

し
て

､

激
化
事
件
中
の

み

な

ら

ず
､

我
が

国

の

人

民

闘
争
史
の

中
に

お
い

て

も

か

な
り

高
い

評
価
が

与
え

ら
れ

て
,
き

た
｡

だ

が

筆
者
は

-
そ

も

そ

も

両

事
件
を

｢

指
導
‖

同
盟
+

な

る

関
係
に

お

い

て

視
る

の

に

反
対

な
の

だ
が

､

そ
れ

は

措
く
と

し

て

ー
､

群
馬
事
件

を

秩
父

事
件
と

同
質
の

も
の

､

な
い

し
は

そ

の

原
型
を

な

す

も
の

と
し

理

解
す
る

こ

と

は
､

甚
だ

一

面
的
で

あ

る

と

思
う

｡

確
か

に

土

台
に

力
点
を

置
き

､

両

事
件
を

恕
方
デ
フ

レ

期
の

固
有
の

農
民
闘

争
た

る

負
債
農
民

騒

擾
の

大
規
模
な

も

の

と

見
る

限
り

で

は

同
じ

性
格
の

も

の

と

言
え
る

が
､

そ
れ

で

は

両
事
件
の

も
っ

た

固
有
の

歴
史
的
意
味

は

看
過
さ

れ

て

し
ま

う

で

あ

ろ

う
｡

例
え

ば
､

群
馬
事
件
は

､

指
導
層
た

る

自
由
党

員
が

現
実
の

国
家
や

政
治
に

つ

い

て
､

秩
父

困
民

党
の

指
導
者
た

ち

よ

り

も

造
か

に

高

い

知
識
を

持
ち

な

が

ら

も
､

高
利
貸
の

焼
打
ち

事
件
と

し

て

終
ら

ざ
る

を

え
な

か

っ

た

の

に

対

し

て
､

秩
父

事
件
は

､

そ

の

蜂

起
理

念
が

｢

世

直

し
+

と
い

う
近

世
来
の

土

俗
的
解
放
観
念
に

拠
る

も

の

で

あ

り

な
が

ら
も

ー
も

ち

ろ
ん

民

衆
的
理

解
に

よ

る

｢

民
権
+

思

想
が

､

そ
の

解
放
観
念

(

1
)

に

新
た

な

性
格
を

付
与
し

､

飛
躍
の

バ

ネ

と

な
っ

た

の

で

は

あ

る

が
､

-
結
果
に

お

い

て

政
治
的
反
乱
と

し
て

の

位
置
を

も

ち

え

た
こ

と

を
一

体
如
何
に

考
え

れ

ば

よ
い

の

で

あ

ろ

う
か

｡

蓋
し

群
馬
事

件
は

､

自
由
党

急
進
派
の

め

ざ

す

｢

専
制
政
府
願

覆
+

の

蜂
起
と

､

困
民

党
農
民
た

ち
の

め

ざ

す

負
債
問
題
解
決
の

た

め
の

運
動
と
の

､

性
格
を

異
に

す

る

二

つ

の

流
れ

の

結
び

つ

い

た

も

の

で

あ
っ

た

の

だ

が
､

そ

の

結
び

つ

き

と
は

､

事

件
が

自
由
党
急
進
派
の

意
図
か

ら
は

造
か

遠
く

､

あ
っ

け

な
い

程
の

早

期

潰
散
を

以
て

終
っ

た
こ

と

が

示

し
て

い

る

よ

う

に
､

｢

指
導
=

同
盟

+

な

9

ど

ー
仮
に

そ

う
い

う

概
念
が

あ
っ

た

と

し
て

も

-
か

ら

は

思
い

も

及

”
仙
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ば

ぬ

程
の

弱
い

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

事
件
は

一

貫
し

て

前
者
の

リ

ー

ド

に

よ

る

も

の

で

あ

り
､

拙
劣
無
惨
な

る

敗
北
も

ま

た

彼
ら
の

思
想

･

体

質
の

内
に

準
備
さ
れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り

詳
し

く
は

別
稿
で

見
た

如
く

､

尊
損
運
動
の

流
れ

を

く

む
上

毛
自
由
党
L
+

､

独

白
の

伝
統
を
も
つ

困
民

党
農
民
の

世
界
と
の

性
椿
の

遠
い

は

あ

ま

り
に

も

大
き

く
､

前
者
が

後
者
の
エ

ネ
ル

ギ

ー

を

汲
み
つ

く
す

に

は

あ

ま

り
に

も

困
難
が

あ

り
す

ぎ

た
の

で

あ

る
｡

以

下

群
馬
事
件
の

計
画
が

い

か

に

上

毛
自
由
党
的
体
質
の

所
産
で

あ

り
､

従
っ

て

民

衆
的
世
界
か

ら
は

遠
い

も
の

で

あ
っ

た

か

と
い

ぅ
こ

と

を
､

秩
父

事
件
と

の

比

較
に

お
い

て

二

つ

の

点
に

つ

い

て

の

み

述

べ

て

み
た

い
｡

ま

ず
第

一

に

時
期
の

問
題

､

つ

ま

り

群
馬
事
件
が

五

月
に

起
り

､

秩
父

事
件
が

十
一

月
に

起
っ

た

の

は

な

ぜ

か

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

れ

は

単

な

る

時
間
的
差
の

問
題
で

は

な
い

｡

前
者
が

五

月
に

起
っ

た

の

は
､

事
件

に

関
係
し
た

自
由
党
貝
が

､

当

初
に

お

い

て

中
仙
通
関
通

式
に

合
せ

て

決

起
を

決
め

た

か

ら

で

あ

る
｡

そ
こ

に

は

顕
官
掩
穀
と
い

う
対

権
力

的
な

闘

争
目

標
の

設
定
の

し

か

た
が

あ

り
､

自
由
党
急
進
派
と

し

て

の

政
治
理

念

に

基
づ

く

蜂
起
プ

ラ

ン

の

現
れ

と

言
え
る

｡

こ

の

点
で

ほ
､

栃
木
県
庁
落

成
式
に

む

け

た

加
波

山
グ
ル

ー

プ

の

発
想
と

の

質
的
差
は

な
い

｡

と
こ

ろ

で
､

彼
ら

が

｢

千
曳
+

の

主
体
と

悼
ん

だ

農
民

た

ち

の

こ

の

季
節
の

あ

り

方
は

ど

う

で

あ
っ

た

ろ

う
か

｡

五

月
と
い

え

ば

養
蚕
を

は

じ

め

生

産
活
動

の

最
も

多
忙
な

時
期
の

一

つ

で

あ
る

｡

そ
し

て
､

明

治
十
六

-
七

年
に

お

け
る

群
馬
県
で

の

負
債
農
民

騒

擾
の

発
生

時
期
を

み

て

も
､

十
一

1
三

月

の
､

取
入

れ

や

収

繭
の

済
ん
た

農
閑
期

1
同
時
に

負
債
金
の

返
済
期
で

も

あ

る

1
の

み

で

あ

り
､

春
か

ら

夏
に

か

け

て

は
一

件
も

起
っ

て

い

な

い

｡

例
え
ば

､

十
六

年
初
頭
に

か
J

ぺ

り
の

屯
集
の

み

ら
れ

た

北
甘
楽

･

多

∬

胡
の

騒
授
も
四

月
に

入

る

と
､

目

標
が

達
せ

ら
れ

な

か

っ

た

の

に

も

拘
ら

β

ず
､

止

ん

で
い

る
｡

時
期
の

問
題
は

､

農
民

た

ち
の

生

産
活
動
と
か

か

わ

り
､

参
加
者
の

主

体
的
条
件
を

決
す
る

上

で

重

要
な

位
置
を

占
め
て

い

る
｡

こ

の

こ

と

を

考

え

る

と
､

秩
父

蜂
起
が

十
一

月

初
旬
で

あ
っ

た

こ

と

に

は

そ

れ

な

り
の

必

然
性
が

あ
っ

た

と
い

え

る
｡

も

ち

ろ

ん

そ
れ

は
､

蜂
起
に

む

け

て

エ

ネ
ル

ギ
ー

が
一

気
に

集
中
し

て

ゆ

く
､

個
々

の

参
加
者
の

主
観
す

ら

を

も

越
え

て

ゆ

く

必

然
的
な

内
的

昂
揚

･

爆
発
の

論
理
の

故
に

､

当

初
の

予

定
よ

り

早
め

ら
れ

た

の

で

は

あ

る

が
､

そ
の

た

め

に

は

収

繭
後
で

あ

る

こ

と

を

前

提
的
条
件
と
し

て

い

た
｡

だ

が

群
馬
事
件
の

指

導
者
た

ち
は

､

農
民
の

日

常
生

活
の

サ

イ
ク

ル

に

ま

で

眼
を

向
け

､

彼
ら
の

主
体
的
条
件
を

左

右
す

る

時
期
の

問
題
を

顧
慮

す
る

こ

と

な

し
に

､

自
ら
の

政
治
的
理

念
を

優
先
さ

せ

た
の

で

あ

る
｡

更
に

群
馬
事
件
が

国
民
党
的
発
想
よ

り

も

自
由

見
急
進
派
の

そ
れ

に

基

づ

く
も

の

で

あ
っ

た

こ

と
は

､

次

の

第
二

の

問
題

､

す
な

わ

ち

蜂
起
に

さ

い

し

て

の

結
集
場
所
の

問
題
か

ら
も

知
り

う
る

｡

秩
父
事
件
の

場
人
u

も

そ

う
で

あ

る

が
､

十
六

･

七

年
に

お

け
る

群
馬
県

の

負
債
農
頒
濾
擾
に

お

い

て

結
集
点
と

な
っ

た

の

は
､

社
寺

･

空
地

･

河

原
な

ど

で

あ

る
｡

そ
れ

ら
は

共
同
体
の

結
集
場
所
で

あ

り
､

以

前
の

一

揆

の

場
合
に

お
い

て

も
そ

の

位
置
を

し

め

て

い

た
｡

つ

ま

り

困

民

党
騒
擾
は

こ

の

点

か

ら

も

近

世
来
の

民
衆
運
動
の

流
れ

を

く

む

も
の

で

あ

る

こ

と

を

知
り

え
よ

う
｡

一

方
､

群
馬
事
件
の

際
の

結
集
点

と

な
っ

た

の

は

妙
義
山

麓
で

あ

る

が
､

そ
こ

ほ

地

域
の

農
民

た

ち
の

日

常
生

活
と

積
極
的
関
係
を
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も
つ

所
で

は

な
い

｡

だ
が

少
な
か

ら

ず
険
阻
な

る

山
嶽
が

自

由
党
急
進
派

に

よ
っ

て

選
ば

れ

た

の

は
､

枚
な

し

と

し

な

い

｡

『

東
陸
民

権
史
』

に

よ

れ

ば
､

妙
義

･

大
柿
山
麓
で

ほ
､

十

七

年
初
頭
よ

り

度
々

｢

運
動
会
+

が

行
わ
れ

て

い

た

と
い

う

し
､

新
井
草
書
ら

隣
県
栃
木
の

急
進
派

は

同
じ

頃

大
平
山
で

そ
れ

を

開
い

て

い

る
｡

更
に

加
波
山
に

つ

い

て

は

言
う

ま
で

も

な
い

｡

つ

ま

り

こ

れ

ら
詔

山
は

､

彼
ら
の

プ

ラ

ン

よ

り

す

る

戦
略
的
位
置

づ

け

を

以
て

選
ば

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

こ

う
し

た

山
嶽
を

拠

点
と

す
る

挙
兵
方
式
を

歴
史
的
に

辿
っ

て

ゆ

く

と
､

幕
末
期
の

浪
士

･

革

帯
の

蜂
起
に

つ

ら
な

る

こ

と

を

知
り

う
る

｡

例
え
ば

､

常
州
及
び

両

毛
で

か

か

る

拠
点
と
な
っ

た

の

は

筑
波
山

･

出
流
山

･

赤
城
山
で

あ

る
｡

即
ち

自
由
党
急
進
派
の

蜂
起
方
式
は

､

幕
末
の

尊
撰
派
の

そ
れ

の

流
れ

を

く
む

も

の

な
の

で

あ

る
｡

更
に

こ

れ

ら

諸

山
は

､

民

衆
に

と
っ

て

は
､

何
ら

か

の

民

俗
的

信
仰
の

対

象
と
な

っ

て

お

り
､

そ

れ

故
に

民

衆
自
身
か

ら
は

､

か

か

る

場
所
を

蜂
起
拠
点
と

す
る

発
想
の

で

て

こ

な
い

こ

と

を

も
つ

け

加

え

て

お
こ

う
｡

以

上
の

こ

と

を

考
え

れ

ば
､

秩
父
事
件
の

最
初
の

結
集
点

が

下
吉
田

の

椋

神
社
で

あ
っ

た

こ

と

は
､

秩
父

事
件
が

あ

く

ま
で

も
民

衆

杓
思
惟
よ

り

す

る

蜂
起
で

あ
っ

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

の

と
パ

ラ
レ

ル

な

関
係
に

お

い

て
､

群
馬
事
件
の

そ

れ

が

妙
義
山
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

は
､

こ

の

事
件
の

主

導
が

自
由
党
急
進
派
に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と
を

如
実

に

示

し

て

い

る

と
い

え
よ

う
｡

こ

う
し

て

み

て

く
る

と
､

右
の

二

点
だ

け

か

ら

で

も

群
馬
事
件
は

､

秩

父

事
件
的
発
展
へ

の

契
機
を

萌
芽
的
に

苧
み

つ

つ

も
､

加
波
山
グ
ル

ー

プ

的
体
質
を

少
な

か

ら

ず
も
つ

自
由
党
急
進
派
の

政
治

優
先

的
発
想
が

前
面

に

出
る

こ

と
に

よ

り

起
っ

た

も

の

と

言
う
こ

と
が

で

き
よ

う
｡

以

上

簡
単
な

が

ら
､

『

東
陸
民

権
史
』

の

み

に

無
批
判
的
に

拠

り

か

か

っ

た

｢

指
導
‖

同
盟
+

論
的
群
塩
草
件
理

解
へ

の

さ

さ

や

か

な

る

反
証
を

試
み

た

次
第
で

あ

る
｡

(

1
)

激
化

事

件
に

お

け
る

思

想

的

問
題

等
に

つ

い

て

は

近
い

う

ち
に

稿
を

攻
め
【
て

述
べ

る

予

定
で

あ
る

｡

(

2
)

当

該

資
料
に

つ

い

て

は
､

と

り

あ
え

ず
『

群
馬

県

議
会

史
』

第

一

巷
･

一

五

〇
一

-
八

頁

参

娯
の

こ

と
｡

(

東
洋

英

和

女

学

院
短

期
大

学

講
師
)




