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明
治
と
い
ふ
時
代
は
、
そ
の
歴
史
を
筑
い
た
父
祖
の
世
代
の
努
力
の
厳
し
さ
と
そ
の
輝
か
し
き
成
功
の
故
に
、
百
年
後
の
平
成
の
御
代
の

民
か
ら
す
れ
ば
、
た
だ
只
管
に
仰
ぎ
見
る
よ
り
他
な
い
、
我
等
末
裔
の
世
代
に
は
乁
び
も
つ
か
ぬ
名
誉
と
栄
光
の
時
代
で
あ
る
と
映
る
。
只

そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
我
が
国
民
自
身
の
既
徃
で
あ
る
か
ら
こ
そ
眩
し
く
高
く
聳
え
て
見
え
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
他
者
か
ら
、
例
へ
ば
国
際

社
会
と
い
ふ
外
か
ら
の
視
点
に
立
つ
て
見
る
な
ら
ば
、
決
し
て
そ
の
様
に
称
揚
し
贊
美
し
て
さ
へ
ゐ
れ
ば
よ
い
経
歴
と
は
映
ら
な
い
で
あ
ら

う
。
こ
の
事
は
誰
し
も
の
す
ぐ
に
思
ひ
つ
き
、
考
へ
て
み
た
く
な
る
問
題
で
あ
る
。

　

黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
の
名
を
西
方
に
伝
へ
た
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
『
東
方
見
聞
録
』（
十
三
世
紀
末
）
の
例
は
苦
笑
と
共
に
一
先
づ
措
く
と

し
て
、
日
本
列
島
と
そ
の
土
地
に
住
む
日
本
民
族
の
存
在
が
、
西
方
世
界
の
人
間
に
、
現
実
に
意
味
の
あ
る
情
報
と
し
て
伝
は
つ
た
の
は
十

六
世
紀
の
い
は
ゆ
る
大
航
海
時
代
の
こ
と
だ
つ
た
。
情
報
を
伝
へ
た
の
は
ア
フ
リ
カ
と
イ
ン
ド
の
海
を
週
航
し
て
極
東
の
海
域
に
や
つ
て
き

た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
船
団
と
、
殊
に
そ
の
船
に
便
乗
し
て
東
方
に
布
敎
伝
衟
の
新
天
地
を
探
し
求
め
て
来
航
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
敎
師
た

ち
で
あ
る
。

　

こ
の
布
敎
事
業
の
代
表
者
で
あ
る
圣
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
サ
ヴ
ィ
エ
ル
に
せ
よ
、
驚
く
べ
き
澔
瀚
な
『
日
本
史
』
を
著
述
し
て
当
時
の
日
本

世
界
史
か
ら
見
た
明
治
時
代
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の
政
情
と
民
俗
を
報
吿
し
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
せ
よ
、
彼
等
に
と
つ
て
の
日
本
は
ど
こ
ま
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
会
の
勢
力
範
囲
に
編
入

す
べ
き
候
補
地
と
し
て
の
土
地
と
民
で
あ
り
、
関
心
事
は
専
ら
異
敎
徒
敎
化
の
可
能
性
で
あ
つ
た
。
十
七
世
紀
初
期
の
い
は
ゆ
る
大
迫
害
の

時
代
に
入
つ
て
か
ら
の
宣
敎
師
逹
の
通
信
に
よ
つ
て
初
め
て
、
西
方
世
界
は
日
本
を
秀
吉
、
家
康
、
秀
忠
と
い
ふ
強
力
な
君
主
に
よ
つ
て
統

治
さ
れ
る
、
確
乎
た
る
国
家
意
志
を
具
へ
た
政
治
的
統
一
体
と
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
時
の
日
本
は
既
に
西
方
世
界
に
対
し

て
断
乎
た
る
排
除
的
閉
鏁
的
姿
勢
を
示
す
、
近
づ
き
難
い
国
家
に
な
つ
て
ゐ
た
。

　

外
の
世
界
か
ら
内
情
を
窺
ふ
事
の
極
め
て
難
し
い
国
と
な
つ
て
ゐ
た
十
七
世
紀
の
日
本
の
国
情
を
と
も
か
く
も
信
頼
で
き
る
学
術
情
報
と

し
て
西
方
世
界
に
伝
へ
る
大
役
を
果
し
た
の
は
、
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
客
員
と
し
て
巧
み
に
鏁
さ
れ
た
日
本
に
潜
入
し
た
ド
イ
ツ
の
愽
物

学
者
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
ケ
ン
ペ
ル
の
伝
へ
た
五
代
将
軍
綱
吉
治
下
の
元
禄
時
代
の
日
本
情
報
が
、
以
後
百
五

十
年
に
亙
つ
て
西
方
世
界
の
人
々
の
有
す
る
日
本
国
と
日
本
人
に
つ
い
て
の
知
識
の
根
底
を
な
す
資
料
と
し
て
最
も
有
効
で
あ
り
続
け
た
。

　

十
九
世
紀
の
半
ば
、
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ペ
リ
ー
が
、
合
衆
国
の
国
益
上
の
要
請
を
日
本
に
伝
逹
す
る
使
節
と
し
て
浦
賀
の

沖
に
来
航
し
た
時
、
こ
の
提
督
の
胸
中
に
在
つ
た
日
本
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
は
基
本
的
に
は
こ
の
ケ
ン
ペ
ル
の
情
報
と
、
そ
れ
に
十
九
世

紀
前
半
の
同
じ
く
ド
イ
ツ
人
の
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
地
理
学
・
愽
物
学
上
の
新
情
報
が
加
は
つ
た
と
い
ふ
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
先
づ
ア
メ
リ
カ
と
、
次
い
で
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
少
し
お
く
れ
て
フ
ラ
ン
ス
と
修
好
通
商
条

約
を
締
結
し
た
時
、
此
等
西
方
諸
国
の
眼
に
映
つ
た
日
本
は
、
彼
等
の
そ
れ
と
は
全
く
性
格
の
異
な
る
文
化
の
様
式
を
具
へ
た
国
で
あ
つ
た
。

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
彼
等
に
と
つ
て
の
「
異
質
」
で
あ
つ
て
、
決
し
て
客
観
的
な
「
先
後
」
の
序
列
関
係
で
は
な
い
。
よ
く
諸
文
明
の
比
較

の
際
の
指
標
と
さ
れ
る
国
民
の
知
的
衟
徳
的
成
熟
の
度
合
か
ら
見
れ
ば
、
所
謂
近
代
の
段
階
に
入
つ
た
の
は
日
本
の
方
が
西
欧
世
界
よ
り
も

約
三
百
年
は
先
ん
じ
て
ゐ
た
。
故
に
開
国
と
同
時
に
物
珍
し
さ
に
惹
か
れ
て
続
々
と
日
本
に
入
国
し
て
き
た
西
方
世
界
の
旅
行
者
逹
は
、
当

時
の
日
本
民
族
が
成
就
し
て
ゐ
た
秩
序
の
安
寧
と
文
化
の
美
的
洗
練
の
度
合
の
高
さ
に
瞠
目
し
、
い
づ
れ
も
率
直
な
感
嘆
と
讚
美
の
辞
を
吝

し
ま
な
か
つ
た
。

　

只
日
本
は
如
何
に
も
文
明
の
施
設
と
機
構
の
外
形
が
彼
等
の
そ
れ
と
は
そ
の
表
現
形
式
を
異
に
し
て
ゐ
た
。
ど
ち
ら
か
が
自
分
の
仕
来
り
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を
変
更
し
て
相
手
の
そ
れ
に
合
せ
、
相
互
間
の
适
応
を
図
る
必
要
が
あ
つ
た
。
当
然
、
西
方
世
界
は
国
際
社
会
と
い
ふ
多
数
派
の
力
を
背
景

に
、
少
数
派
と
い
ふ
よ
り
孤
立
の
位
置
に
立
た
さ
れ
た
日
本
に
対
し
て
自
己
変
革
の
要
求
を
突
き
つ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
一
旦
修
好
通
商
条

約
と
い
ふ
国
際
法
上
の
親
和
関
係
を
承
認
し
た
以
上
、
日
本
と
し
て
受
け
容
れ
る
よ
り
他
な
い
実
務
上
の
必
要
事
だ
つ
た
。
か
う
し
て
所
謂

文
明
開
化
と
呼
ば
れ
る
日
本
文
明
の
西
洋
化
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。

　

明
治
時
代
と
い
ふ
約
半
世
紀
は
、
外
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
逹
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
民
族
統
一
体
と
し
て
の
充
実
し
た
歴
史
を
有

す
る
日
本
が
、
よ
く
自
分
を
枉
げ
て
西
方
世
界
の
文
明
の
尺
度
に
适
応
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
を
見
守
つ
て
ゐ
た
歳
月
で
あ
る
。

　

西
方
世
界
の
諸
民
族
は
自
分
達
の
文
明
こ
そ
が
標
準
で
あ
り
普
遍
で
あ
る
と
の
驕
慢
が
身
に
染
み
つ
い
て
ゐ
た
の
で
、
日
本
に
協
調
を
要

求
す
る
際
の
態
度
は
と
か
く
敎
師
気
取
り
で
あ
り
、
時
に
傲
岸
不
遜
で
あ
り
、
殊
に
宗
敎
政
策
面
で
の
独
善
的
姿
勢
は
眼
に
余
る
も
の
が
あ

つ
た
。
日
本
は
明
治
天
皇
と
い
ふ
英
明
な
君
主
を
上
に
戴
い
て
ゐ
た
故
に
、
彼
等
の
優
越
心
に
対
し
て
よ
く
自
己
の
尊
厳
を
失
ふ
こ
と
な
く
、

且
つ
相
手
の
要
求
を
柔
軟
に
受
け
止
め
、
異
質
の
文
明
の
様
式
に
自
己
を
合
せ
て
ゆ
く
と
い
ふ
、
世
界
史
的
運
命
の
試
練
に
堪
へ
抜
い
た
。

よ
く
堪
へ
抜
い
た
が
故
に
、
明
治
は
我
等
子
孫
の
世
代
に
と
つ
て
の
栄
光
の
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
、
決
し
て
軽
々
に
忘
却
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
苦
難
の
時
代
で
も
あ
つ
た
。
そ
の
父
祖
逹
の
苦
難
の
記
憶
を
着
実
に
継
承
し
、
我
等
自
身
の
記
憶
と
し
て
身
に
帯
び
て
お
く
事
が
、

将
来
の
国
家
経
営
の
指
針
を
樹
立
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。

（
東
京
大
學
名
譽
敎
授
）


