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明
治
維
新
百
四
十
年
・
本
会
再
発
足
二
十
年
に
思
う―
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明
治
維
新
よ
り
百
四
十
年
、
明
治
天
皇
が
紫
宸
殿
に
御
し
、
公
卿
、
諸
侯
以
下
百
官
を
率
い
て
、
親
ら
天
神
地
祇
を
祀
り
、
国
是
五
箇
条

を
誓
い
給
い
、
さ
ら
に
、
賢
所
に
謁
し
、
御
神
楽
を
奏
せ
し
め
ら
れ
、
御
拝
の
あ
と
、
御
神
意
を
う
か
が
わ
れ
て
明
治
と
改
元
、
更
始
一
新

を
計
ら
れ
て
よ
り
、
平
成
二
十
年
の
今
年
は
百
四
十
年
と
な
る
。
こ
の
年
に
当
り
、
そ
の
維
新
の
年
よ
り
の
明
治
天
皇
の
御
聖
旨
に
、
現
在

の
海
内
の
諸
象
副
い
奉
っ
て
い
る
か
、
殊
に
学
問
、
教
育
の
現
況
如
何
と
直
視
し
て
、
ま
ず
深
く
お
詫
び
さ
せ
て
頂
か
ね
ば
と
の
念
を
抱
く

と
と
も
に
、
い
ま
奮
起
し
て
明
治
維
新
の
精
神
を
現
代
に
正
し
く
継
承
さ
せ
て
頂
か
ね
ば
と
の
責
務
を
深
く
覚
え
る
。

　

明
治
元
年
九
月
、
京
都
に
皇
學
所
、
漢
學
所
を
開
所
す
る
こ
と
を
行
政
官
沙
汰
を
以
て
発
令
し
て
あ
と
、
そ
の
規
則
に
、

　
　

一
、
国
体
ヲ
弁
シ
名
分
ヲ
正
ス
ヘ
キ
事

　
　

一
、
漢
土
西
洋
ノ
学
ハ
共
ニ
皇
道
ノ
羽
翼
タ
ル
事

　
　

一
、
虚
文
空
論
ヲ
禁
シ
着
実
ニ
修
行
文
武
一
致
ニ
教
諭
可
致
事

　
　

一
、
皇
學
漢
學
共
互
ニ
是
非
ヲ
争
ヒ
固
我
之
偏
執
不
可
有
事
（
下
略
）

と
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
皇
學
所
、
漢
學
所
は
そ
の
あ
と
間
も
な
く
廃
さ
れ
た
が
、
当
時
の
行
政
官
の
な
か
で
、
か
く
ま
と
め
た
こ
の
規
則
、

巻
頭
言
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現
代
に
深
く
顧
み
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
五
年
、
学
制
が
頒
布
さ
れ
て
あ
と
、
明
治
天
皇
は
明
治
十
一
年
八
月
よ
り
十
一
月
に
か
け
て
、
東
山
、
北
陸
、
畿
内
、
東
海
諸
道
の

諸
県
を
御
巡
幸
に
な
り
、
そ
の
学
制
の
も
と
の
小
学
校
、
中
学
校
、
師
範
学
校
の
授
業
を
親
ら
御
覧
な
さ
れ
、
ま
た
供
奉
の
岩
倉
具
視
以
下

を
各
校
に
差
遣
、
そ
の
復
命
を
聞
し
召
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
そ
の
御
所
見
を
仰
せ
を
う
け
、
元
田
永
孚
が
翌
明
治
十
二
年
に
謹
記
し
て
出

し
た
の
が
「
教
学
大
旨
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
、
明
治
天
皇
は
そ
の
小
学
校
で
肝
心
の
仁
義
忠
孝
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
充
分
に
教
え

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
教
え
る
教
科
の
実
際
が
高
尚
の
空
論
、
農
家
商
家
の
子
女
に
対
し
て
、
そ
の
家
業
に
役
立
つ
実
用
の
学
を

教
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
職
務
の
妨
害
と
も
な
る
と
見
行
わ
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
学
制
、
フ
ラ
ン
ス
国
を
範
と
し
た
そ
れ

を
、
わ
が
国
の
実
情
に
即
さ
せ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
た
実
際
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
あ
と
、
明
治
十
九
年
十
月
明
治
天
皇
は
東
京
大
学
に
行
幸
、
各
科
各
所
を
巡
覧
さ
れ
た
が
、
そ
の
御
所
感
を
元
田
永
孚
を
召
し
告
げ

ら
れ
た
。
元
田
が
そ
れ
を
謹
記
し
た
の
が
「
聖
喩
記
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
そ
の
大
学
で
理
科
医
科
法
科
等
の
学
術
の
進
歩
を
み
ら
れ
た
が
、

そ
の
大
学
に
教
育
の
主
本
と
す
べ
き
修
身
の
学
科
の
な
い
こ
と
、
そ
れ
で
治
国
の
道
を
講
じ
、
国
家
経
綸
の
任
に
堪
え
得
る
人
物
を
養
成
出

来
る
か
と
憂
え
ら
れ
た
旨
記
し
て
い
る
。
明
治
天
皇
が
わ
が
国
の
学
校
に
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
根
本
、
前
掲
皇
學
所
漢
學
所
の
規
則
と
一

致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
み
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
る
。

　

明
治
天
皇
が
更
始
一
新
を
計
ら
れ
、殊
に
わ
が
国
の
学
問
、教
育
に
つ
い
て
深
く
思
し
召
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
畏
み
、明
治
天
皇
登
遐
の
あ
と
、

明
治
聖
徳
記
念
学
会
を
発
足
、
御
聖
旨
を
体
し
て
と
当
っ
た
が
、
そ
の
初
期
に
そ
の
目
的
に
合
わ
せ
活
躍
し
た
加
藤
玄
智
は
知
識
を
世
界
に

求
め
、
宗
教
研
究
法
に
つ
き
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
、
テ
ィ
ー
レ
ほ
か
の
説
い
た
と
こ
ろ
を
吟
味
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
神
道
の
史
的
研

究
に
当
り
、
神
道
信
仰
の
理
性
化
、
ま
た
よ
り
着
実
化
に
と
努
力
し
た
ほ
か
多
く
に
当
っ
た
が
、
敗
戦
で
苦
し
み
、
本
学
会
も
一
時
消
滅
し

た
が
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
の
学
界
、
教
育
界
の
状
況
を
み
て
加
藤
は
本
学
会
の
復
活
を
願
っ
た
。
往
年
の
本
学
会
の
使
命
を
考
え
、
戦
後

に
も
と
深
く
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
加
藤
は
『
古
語
拾
遺
』
の
校
訂
も
し
て
い
た
が
、
そ
の
『
古
語
拾
遺
』
に
記
さ
れ
る
日
本

武
尊
が
東
征
に
出
ら
れ
る
と
き
、
倭
姫
命
が
「
慎
莫
怠
」
と
仰
せ
ら
れ
た
そ
の
お
こ
と
ば
を
、
い
ま
国
民
は
よ
く
う
け
と
め
、
自
ら
の
戒
め
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と
し
て
と
当
時
に
願
っ
て
い
た
。
そ
の
加
藤
の
志
を
う
け
、
小
林
健
三
、
安
津
素
彦
以
下
が
計
り
、
遅
れ
た
が
再
発
足
し
て
よ
り
今
年
は
二

十
年
、
こ
の
年
に
当
り
、
わ
が
国
の
学
問
、
こ
と
に
国
史
学
、
神
道
学
の
現
況
如
何
、
深
く
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
す
ぐ

れ
た
研
究
業
績
、
い
く
つ
も
あ
る
が
、
国
史
研
究
、
神
道
研
究
の
大
半
、
そ
れ
は
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
に
終
始
す
る
趣
味
的
研
究
と
も
い
う

べ
く
、
そ
の
根
本
に
学
問
と
は
何
か
、
そ
の
意
識
も
な
く
、
信
仰
信
念
も
な
く
、
慎
し
み
も
持
た
ず
虚
文
空
論
を
弄
す
る
そ
れ
の
多
い
こ
と

事
実
と
み
ざ
る
を
得
な
い
。
教
育
、
そ
の
現
況
、
学
校
教
育
、
小
学
校
よ
り
大
学
ま
で
問
題
が
多
過
ぎ
、
そ
こ
に
教
育
が
あ
る
の
か
と
呆
れ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
世
相
の
変
化
と
と
も
に
社
会
教
育
、
家
庭
教
育
も
そ
の
大
半
が
乱
れ
た
と
い
う
よ
り
な
く
な
っ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
現
況
の
な
か
で
、
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
こ
の
名
称
を
掲
げ
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
明
治
維
新
百
四
十
年
の
こ

の
年
、
明
治
天
皇
の
大
御
心
を
体
し
、
本
会
の
目
的
に
あ
わ
せ
努
力
し
て
来
た
先
人
の
跡
を
、
慎
し
み
て
怠
る
こ
と
な
く
、
継
承
さ
せ
て
頂

か
ね
ば
と
覚
悟
を
さ
ら
に
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。

（
明
治
聖
徳
記
念
学
会
顧
問
）




