
月日謹日

3
度
の
洋
行
を
経
て
明
治
維
新
を
迎

え
、
近
代
主
権
国
家
日
本
の
建
設
を
求

め
て
執
筆
を
つ
づ
け
た
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ

ー
ダ
i
が
福
津
諭
吉
で
あ
る
。
明
治
8

年
、
羽
歳
の
福
揮
が
知
力
の
限
り
を
尽

く
し
て
仕
上
げ
た
著
作
が
『
文
明
論
之

概
略
』
で
あ
る
。
そ
の
第
1
章
が
「
議

論
の
本
位
を
定
る
事
」
で
あ
る
。

平成28年（2016年） 3月 2 1日

次
代
の
日
本
を
ど
う
築
く
か

「
利
害
得
失
」
「
軽
重
是
非
」
の
判

断
は
難
し
い
が
、
一
身
の
利
害
か
ら
国

家
の
こ
と
を
断
じ
た
り
、
眼
前
の
「
便

不
便
」
で
将
来
を
論
じ
た
り
し
て
は
な

ら
ず
、
「
多
く
古
今
の
論
説
を
聞
き
、

鳴
く
世
界
の
簿
情
を
知
山

γ官
心
平
気

以
て
至
善
の
止
ま
る
所
を
明
に
し
、
千

百
の
娯
碍
を
犯
し
て
世
論
に
束
縛
せ
ら

る
〉
こ
と
な
く
、
高
尚
の
加
位
を
占
め

て
前
代
を
顧
み
、
活
眼
を
開
て
後
世
を

先
見
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
。
こ
う
し
て

定
ま
っ
た
「
本
位
」
で
な
げ
れ
ば
議
論

す
べ
き
価
値
は
な
い
と
い
う
。

現
在
の
日
本
の
政
界
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
巣
喰
う
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
の
怪
し
さ
を
言
い
当
て
て
い

る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
安
保
法
制
や

特
定
秘
密
保
護
法
に
対
す
る
大
半
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
野
党
の
反
感
情
は
、
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ヒ
リ
ズ
ム
の
蔓
延
を
食
い
止
め
よ

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
、
今

な
お
残
る
、
い
や
冷
戦
終
駕
後
ま
す
ま

す
増
長
す
る
日
本
の
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
「
条
件
反
射
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
利
害
得
失
」
「
軽
重
是
非
」
の
判

断
が
聞
か
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

安
保
法
制
と
い
え
ば
「
戦
争
法
案
」
、

特
定
秘
密
保
護
法
と
い
え
ば
国
民
の

「
知
る
権
利
」
の
侵
害
だ
と
応
じ
る
の

み
、
理
性
的
で
誠
実
な
反
対
理
由
が
説

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

現
代
日
本
に
お
け
る
議
論
の
本
位
は

何
か
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
秩
序
の
巨
大
な

政
治
変
動
の
中
で
日
本
の
立
ち
位
置
を

ど
う
設
定
す
る
か
に
他
な
ら
な
い
。

中
国
の
異
常
な
海
外
膨
張
、
米
国
の

覇
権
力
の
相
対
的
低
下
と
い
う
パ
ワ
ー

バ
ラ
ン
ス
の
変
他
を
見
据
え
、
次
代
の

日
本
を
ど
う
築
く
か
、
こ
れ
が
議
論
の

本
位
で
あ
る
。
そ
れ
に
向
け
て
の
懸
命

の
論
戦
な
く
し
て
は
日
本
の
民
主
主
義

は
た
だ
の
「
郡
山
」
で
あ
る
。
私
が
恐
れ

て
い
る
の
は
今
の
日
本
を
覆
い
つ
つ
あ

る
政
治
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

呈~
面冊正

最
高
の
モ
ラ
ル
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

左
派
と
右
派
が
少
数
化
し
先
鋭
佑
す

る
一
方
、
無
関
心
層
が
大
き
な
広
が
り

を
み
せ
て
い
る
。
中
国
と
朝
鮮
半
島
が

日
本
に
強
硬
で
挑
発
的
な
外
交
・
軍
事

的
行
動
を
取
る
一
方
、
日
本
で
は
憲
法

前
文
や
第
9
条
2
項
の
問
題
が
国
民
の

前
に
ま
と
も
に
提
起
さ
れ
な
い
ま
ま
歳

月
だ
け
が
到
し
く
流
れ
て
い
る
。
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
蔓
砥
は
避
け
よ
う
が
な
い
。

『
文
明
論
之
概
略
』
と
い
え
ば
、
日

本
の
文
明
化
を
い
か
に
進
め
る
か
を
説

い
て
、
日
本
の
「
文
明
開
化
」
の
必
要

拓殖大学学事顧問

渡辺 利夫

性
色
説
日
勺
ど
諭
し
た
名
作
だ
と
い
う
の

が
広
く
流
布
さ
れ
て
わ
る
イ
メ
ー
ジ
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
著
作
を
そ
の

よ
う
に
読
み
込
み
た
い
左
翼
リ
ベ
ラ
リ

ス
ト
の
誤
読
か
、
お
そ
ら
く
は
曲
解
の

ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
書
名
に
惑
わ
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。

『
文
明
論
之
概
略
』
で

は
な
く
『
独
立
論
之
概
略
』
が
そ
の
エ

ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
議
論
の
本
位
は

「
独
立
」
、
つ
ま
り
「
国
の
独
立
は
文

明
な
り
」
な
の
で
あ
る
。

文
明
化
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
欧

米
列
強
が
日
本
に
先
ん
じ
て
い
る
の
は

確
か
だ
が
、
彼
ら
が
文
明
と
い
え
る
よ

う
な
段
階
に
届
い
て
い
る
と
は
到
底
い

え
な
い
。
相
互
間
で
獣
の
よ
う
に
振
る

舞
い
、
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
と
植
民
地
化

で
激
し
く
競
い
合
う
「
群
雄
割
拠
」
が

列
強
の
文
明
の
現
段
階
で
あ
る
。
な
ら

ば
、
日
本
の
み
が
高
尚
な
る
文
明
を
求

め
よ
う
と
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
が
可
能

な
は
ず
が
な
い
。
日
本
と
い
う
国
家
の

独
立
の
成
否
こ
そ
が
戦
わ
れ
る
べ
き
議

論
の
本
位
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
福
揮
は
、
日
本
も
ま
た
群

雄
割
拠
の
時
代
の
士
族
社
会
を
律
し
て

い
た
徳
田
を
、
「
外
国
交
際
」
（
外

交
）
に
お
げ
る
「
報
徳
の
徳
義
」
と
し

て
重
ん
じ
な
け
れ
ば
国
家
の
独
立
は
保

持
で
き
な
い
と
説
く
。
福
揮
は
本
書
に

よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
最
高
の
モ

ラ
ル
と
し
て
国
民
に
切
々
と
訴
え
る
。

議
論
の
本
位
を
日
本
の
独
立
に
求
め
ず

し
て
何
の
文
明
論
か
、
と
往
時
の
日
本

の
思
潮
に
警
告
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
『
文
明
論
之
概
略
』
出
で
よ

ア
ジ
ア
太
平
洋
の
戦
略
環
境
の
変
動

を
直
視
す
る
勇
気
を
も
て
ず
、
東
西
冷

戦
時
代
の
法
山
過
日
一
A

に
採
用
し
た
憲
法

解
釈
に
唯
々
諾
々
と
い
う
の
同
あ
れ

ば
、
日
本
の
独
立
は
や
が
て
危
殆
に
瀕

す
る
。
こ
の
期
に
あ
っ
て
野
党
5
党
が

安
保
法
制
の
廃
止
法
案
を
提
出
し
た
。

そ
こ
法
々
の
定
見
の
低
さ
か
。
米
中
覇

権
の
鍔
迫
り
合
い
に
日
本
が
無
縁
で
い

ら
れ
る
と
で
も
い
う
の
か
。

国
民
の
方
は
日
米
同
盟
の
抑
止
力
強

化
な
く
し
て
枕
を
高
く
し
て
寝
て
は
い

ら
れ
な
い
と
い
う
感
覚
を
持
ち
始
め
て

い
る
。
実
際
、
昨
年
1
月
の
内
閣
府
の

世
論
調
査
で
は
「
日
本
が
戦
争
に
巻
き

込
ま
れ
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
答
え
た

国
民
は
町
内
必
に
及
ん
で
い
る
で
は
な
い

か
。
こ
の
感
覚
を
言
説
化
す
る
新
し
い

『
文
明
論
之
概
略
』
出
で
よ
。

日
本
に
と
っ
て
文
明
佑
の
目
的
は
何

か
と
問
う
て
福
揮
は
こ
う
答
え
る
。

「
内
外
の
区
別
を
明
に
し
て
我
本
国
の

独
立
を
保
つ
こ
と
な
り
。
而
し
て
こ
の

独
立
を
保
つ
の
法
は
文
明
の
外
に
求
む

れ
吻
ら
ず
。
今
の
日
本
国
人
を
文
明
に

進
る
は
こ
の
国
の
独
立
を
保
た
ん
が
た

め
の
み
。
故
に
、
国
の
独
立
は
目
的
な

り
、
国
民
の
文
明
は
こ
の
目
的
に
達
す

る
の
術
な
り
」

『
文
明
論
之
概
略
』
の
結
語
で
あ

る
。
幕
末
か
ら
開
国
維
新
期
に
苦
渋
に
引

満
ち
た
思
考
を
強
い
ら
れ
た
先
人
の
言
問

説
に
、
最
も
深
く
学
ぶ
べ
き
は
現
代
の
初

日
本
人
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
わ
た
な
べ

と
し
お
）


