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福
地
源
一
郎
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
入
社
し
た
一
八
七
四
年
か
ら
約

十
年
間
を
対
象
に
、
同
紙
上
で
開
陳
さ
れ
た
福
地
の
言
説
と
思
想
を
読
み

解
き
、
福
地
の
再
評
価
を
試
み
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
福
地
の
死
に
対
す
る
夏
目
漱
石
の
辛
辣
な
評
価
か
ら
筆
を
起

こ
し
、
福
地
に
対
す
る
「
御
用
記
者
」「
官
権
派
」「
漸
進
主
義
者
」「
保

守
主
義
者
」「
変
節
漢
」
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
当
時
か

ら
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
今
日
の
福
地
研
究
の
低
調
さ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
明
治
期
に
お
い
て
福
地
は
、
福
沢
諭
吉
と
二
分

す
る
ま
で
の
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
と
し
て
、
著
者
は
新
聞
記
者
と
し
て

の
福
地
に
つ
い
て
、
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
民
主
化
を
考
え
る

上
で
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
る
と
し
、
漱
石
の
よ
う
な
評
価
が
生
ま
れ
、

福
地
が
地
に
埋
も
れ
た
存
在
に
な
っ
た
経
緯
、
明
治
期
に
社
会
を
動
か
し

て
い
た
福
地
の
新
聞
論
説
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
を
問
う
。

本
書
の
射
程
は
、
福
地
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
者
と
な
っ
た
一
八
七

四
年
か
ら
お
よ
そ
十
年
間
に
あ
て
ら
れ
、
従
来
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー

ジ
を
解
体
し
、
福
地
を
無
視
す
る
原
因
と
な
っ
た
戦
後
歴
史
学
の
進
歩
史
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観
に
対
し
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
に
、
執
筆
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、「
新
聞
記
者
」
と
し
て
の
福
地
の
自
己
認
識
に
つ
い
て

焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
安
政
年
間
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
出
島
で
「
風
説

書
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
た
福
地
は
、
そ
の
情
報
源
で
あ
る

「
新
聞
紙
」
の
存
在
を
知
る
。
そ
の
後
、
洋
行
体
験
の
な
か
で
、
情
報
や

新
聞
の
重
要
性
や
役
割
に
開
眼
し
、
新
聞
社
や
新
聞
記
者
の
も
と
を
精
力

的
に
訪
問
し
た
。
こ
う
し
た
体
験
を
通
し
て
、
福
地
は
、「
科
学
技
術
を

母
体
と
し
た
西
洋
新
聞
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
社
会
的
な
役
割
、
さ
ら
に

「
輿
論
」
に
対
す
る
政
治
的
影
響
力
を
学
び
、
そ
れ
の
持
つ
可
能
性
・
有

用
性
を
理
解
し
た
」
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
福
地
は
、
一
八
六

八
年
に
、『
江
湖
新
聞
』
の
発
刊
に
よ
っ
て
新
聞
記
者
と
し
て
の
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
た
。

　
『
江
湖
新
聞
』
で
福
地
は
、
そ
の
情
報
伝
達
機
能
を
重
視
し
、
平
易
な

新
聞
作
り
を
心
掛
け
た
。
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
廃
刊
と
な
っ
た
同
紙
を
去
っ

た
福
地
は
官
途
に
就
く
が
、
一
八
七
四
年
に
大
蔵
省
を
辞
し
て
再
び
新
聞

記
者
の
道
を
選
ん
だ
。
福
地
は
新
聞
の
拡
大
と
記
者
の
地
位
向
上
が
、
文

明
開
化
に
お
い
て
優
先
さ
れ
る
事
項
と
考
え
て
い
た
。
同
年
は
、
民
選
議

院
設
立
論
争
、
学
者
職
分
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
福
地
は
、
明

六
社
の
社
員
が
『
明
六
雑
誌
』
を
通
じ
て
学
識
や
徳
行
を
流
布
さ
せ
た
こ

と
高
く
評
価
し
、
そ
の
廃
刊
を
惜
し
ん
だ
。
福
地
は
、
明
六
社
員
と
新
聞

記
者
を
「
学
者
」
と
し
て
同
列
に
置
き
、「
劇
作
者
」
と
同
視
・
卑
下
さ

れ
て
い
た
新
聞
記
者
が
、
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
自
己
認
識
を

示
し
た
。

　

福
地
は
、「
先
覚
者
」
が
社
会
の
発
展
を
担
い
、「
政
事
家
」
が
こ
れ
に

従
っ
て
秩
序
を
維
持
す
る
、
と
考
え
、
政
府
に
対
し
て
限
定
的
な
役
割
の

み
を
認
め
て
い
た
。
そ
の
モ
デ
ル
は
、
自
治
を
基
盤
と
す
る
英
米
の
政
治

的
不
干
渉
で
あ
り
、
社
会
契
約
説
を
否
定
す
る
福
地
は
、
人
間
は
政
府
に

よ
る
干
渉
が
な
く
と
も
、
社
会
を
自
然
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い

た
。
そ
の
発
展
を
支
え
る
人
間
の
「
交
際
」
が
拡
大
す
る
と
、
自
他
の
自

由
を
守
る
法
律
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
福
地
が
求
め
た
の
は
、「
善
良

の
法
律
」
と
「
秩
序
の
自
由
」
を
基
盤
と
し
た
「
文
明
」
的
社
会
で
あ
っ

た
。
新
聞
記
者
は
、「
先
覚
者
」
と
し
て
、
人
心
や
輿
論
を
牽
引
し
て
い

く
存
在
で
あ
り
、
福
地
自
身
、「
平
民
」
を
も
っ
て
自
認
し
て
お
り
、
そ

の
点
で
「
貴
族
的
」
で
あ
っ
た
明
六
社
知
識
人
と
は
一
線
を
画
す
る
、
と

著
者
は
指
摘
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
政
論
新
聞
化
の
過
程
と
、
新
聞

の
「
啓
蒙
的
役
割
」
に
つ
い
て
の
福
地
の
見
解
が
分
析
対
象
と
な
る
。
一

八
七
四
年
に
福
地
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
入
社
後
、
同
紙
は
紙
面
改
革

に
取
り
組
み
、
政
府
の
発
す
る
情
報
を
詳
細
に
伝
え
、
紙
面
の
情
報
量
を

倍
増
さ
せ
た
ほ
か
、
社
説
欄
を
設
け
た
。
そ
れ
ま
で
消
極
的
で
あ
っ
た
民

選
議
院
設
立
論
争
に
対
し
て
も
、
加
藤
弘
之
の
時
期
尚
早
論
に
理
解
を
示

し
つ
つ
、
地
方
自
治
を
優
先
す
る
漸
進
主
義
を
唱
え
て
い
く
。
福
地
は
、

当
時
の
政
治
的
論
争
に
つ
い
て
、「
功
名
の
欲
」
を
満
た
す
た
め
の
理
念

無
き
論
争
で
あ
る
と
捉
え
、
欧
米
に
な
ら
っ
て
「
一
定
の
政
治
理
念
に
基

づ
く
言
論
活
動
」
を
展
開
す
る
こ
と
で
、「
天
下
の
輿
論
」
を
動
か
す
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
紙
面
改
革
は
、
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『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
も
波
及
し
、
同
紙
の
「
論
説
」
も
常
設
化
さ
れ
て

い
く
。

　

一
方
で
、
当
時
の
新
聞
は
「
無
学
の
者
」
に
無
縁
で
あ
り
、
そ
の
要
因

は
、
新
聞
に
用
い
ら
れ
る
文
体
が
難
解
で
あ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
福
地
は

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
高
調
の
死
文
」
を
排
し
て
「
活
用
の
俗
文
」
に

す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
言
文
一
途
」
は
、
ま
だ
構
想
の

段
階
に
あ
っ
た
が
、
福
地
が
す
で
に
幅
広
い
社
会
階
層
へ
の
視
野
を
有
し

て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
、
と
著
者
は
強
調
す
る
。
福
地
は
、
近
代
国

家
の
運
営
は
、
幅
広
い
国
民
の
意
思
、
す
な
わ
ち
「
輿
論
」
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
、
そ
れ
が
政
治
に
反
映
さ
れ
て
、
社
会
的
秩
序
が
安
定
し
て
い
く
、

と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
福
地
の
営
み
の
結
果
、
読
者
の
意
識
も
活
性

化
し
、
新
聞
と
読
者
と
の
間
で
時
事
問
題
を
論
評
し
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
、

「
公
論
」
空
間
が
成
立
し
た
、
と
さ
れ
る
。

　

第
三
章
で
著
者
は
、
従
来
、「
官
憲
派
」
と
み
ら
れ
て
き
た
自
由
民
権

運
動
期
の
福
地
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
注
目
す

る
の
は
、「
平
民
」
に
着
目
し
て
「
国
民
」
形
成
論
を
唱
え
て
い
た
と
い

う
、
福
地
の
姿
勢
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
福
地
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
木
戸
孝
允
の
「
国
民
」
像
と
福
地
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
士
族
を
評

価
し
て
平
民
の
政
治
的
無
気
力
さ
を
指
摘
し
、
士
族
を
中
心
と
し
た
「
国

民
」
形
成
を
提
唱
し
た
木
戸
に
対
し
て
、
福
地
は
、
一
国
の
独
立
に
は
国

民
の
愛
国
心
が
必
須
で
あ
り
、
愛
国
心
に
は
「
一
身
独
立
の
生
計
を
全
う

す
る
の
気
象
」
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
平
民
は
独
立
の
生
計
を
立
て
て
い

る
も
の
の
愛
国
心
に
乏
し
く
、
士
族
は
そ
の
逆
で
あ
る
、
と
論
じ
た
と
す

る
。
そ
の
上
で
福
地
は
、
士
族
よ
り
も
平
民
に
期
待
を
寄
せ
、
教
育
に
よ

っ
て
「
国
民
」
と
し
て
育
成
で
き
る
と
考
え
た
。

　
『
東
京
日
日
新
聞
』
と
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
士
族

平
民
民
権
論
争
に
お
い
て
も
、
福
地
は
士
族
中
心
の
民
権
論
の
脆
弱
性
を

突
き
、
学
問
に
よ
っ
て
平
民
を
教
育
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
士
族

に
依
頼
す
る
の
で
あ
れ
ば
封
建
時
代
に
復
帰
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
平
民
が
「
沈
実
忠
良
な
る
気
力
」
を
有
す
る
と
い
う
信
念
が
あ
り
、

士
族
は
「
封
建
の
遺
物
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
福
地
は
、
四

民
平
等
に
よ
っ
て
士
族
と
平
民
が
対
等
な
立
場
で
統
合
さ
れ
、「
国
民
」

と
し
て
の
結
束
が
生
ま
れ
る
と
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
華
士
族
論
争

に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
福
地
は
、
華
族
に
家
禄
を
永
世
下
賜
す
る
と
の

公
示
を
受
け
て
、
政
府
の
禄
制
改
革
は
家
禄
廃
止
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
そ
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
疑
問
を
呈
し
た
。
福
地
の

主
張
に
対
し
、
華
族
の
京
極
高
典
は
、「
君
民
立
憲
の
政
体
」
に
お
け
る
、

君
民
の
間
を
取
り
持
つ
パ
イ
プ
役
と
し
て
の
華
族
の
役
割
を
強
調
し
、
そ

の
階
層
的
重
要
性
を
説
く
投
書
を
寄
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
華
族
が
台
湾

出
兵
に
際
し
何
ら
の
貢
献
も
せ
ず
、
家
禄
に
執
着
し
て
い
た
と
い
っ
た
平

民
か
ら
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
異
論
が
噴
出
す
る
。

　

士
族
を
め
ぐ
っ
て
も
、
旧
会
津
藩
士
の
池
上
三
郎
が
、
武
官
と
し
て
の

職
務
を
失
っ
た
士
族
に
は
、
家
禄
を
支
給
さ
れ
る
理
由
が
な
い
と
し
て
、

こ
れ
を
廃
止
す
る
よ
う
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
士
族
内
か
ら
、
家
禄

を
廃
止
し
て
士
族
が
慣
れ
な
い
農
業
や
商
業
に
乗
り
出
す
と
窮
乏
し
、
国
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益
に
も
な
ら
な
い
と
い
っ
た
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
士
族
こ

そ
が
、
そ
の
公
共
的
精
神
に
よ
っ
て
国
家
を
支
え
て
き
た
と
い
う
自
負
が

あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
論
争
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
福
地
は
、
家
禄
に
安
住
す
る
華

士
族
の
欺
瞞
性
と
、
自
活
す
る
平
民
の
正
当
性
を
明
白
に
し
よ
う
と
し
た
、

と
著
者
は
指
摘
す
る
。
福
地
の
視
線
は
、
華
士
族
と
い
っ
た
階
層
を
超
え

た
先
に
あ
る
「
輿
論
」「
国
民
」
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。

　

第
五
章
で
は
、
初
代
東
京
府
会
議
長
を
務
め
た
福
地
の
地
方
自
治
論
が

検
討
さ
れ
る
。
福
地
は
、
民
選
議
院
設
立
建
白
書
を
受
け
た
論
説
の
な
か

で
、
市
県
レ
ベ
ル
の
「
小
議
院
」
か
ら
国
レ
ベ
ル
の
「
大
議
院
」
へ
と
い

う
漸
進
的
国
会
開
設
論
を
展
開
し
た
。
福
地
は
加
藤
と
異
な
り
、
た
と
え

「
愚
民
の
集
会
」
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
議
会
を
創
設
し
て
人
民
に
政
治

的
実
践
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
福
地
は
、
地

方
官
会
議
の
書
記
官
を
務
め
、「
衆
論
」
を
把
握
す
る
た
め
の
装
置
と
し

て
、
民
会
の
必
要
性
を
感
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
官
選
で
は
な
く
公
選

民
会
が
設
立
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
福
沢
の
地
方
自
治
論
が
、
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
福
沢
は
明
六
社
に
お
い
て
、
加
藤
の
時
期
尚
早
論
に
反
駁
し
、

民
会
即
時
開
設
論
を
主
張
し
た
。
福
沢
は
、
民
会
に
お
け
る
政
治
的
実
践

を
通
じ
て
、「
事
を
議
す
る
の
習
慣
」
を
養
成
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

た
。
ま
た
、
福
沢
は
こ
う
し
た
自
治
の
担
い
手
と
し
て
士
族
に
期
待
し
て

お
り
、
農
工
商
の
平
民
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
政
治
に
関
与
し
て
こ
な
か

っ
た
と
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
士
族
の
有
す
る
国
事
に
対
す
る
「
心
の

元
素
」
は
、
ア
メ
リ
カ
人
民
の
「
報
国
の
大
義
」
と
共
通
し
て
い
る
と
福

沢
は
捉
え
た
。

　

福
地
は
、
議
会
の
「
習
慣
」
化
に
対
し
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
点
に
お
い

て
、
福
沢
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
筆
者
は
そ
の
要
因
に
つ
い
て
、「
福
地

が
江
戸
の
町
人
や
村
落
共
同
体
の
生
活
体
験
の
中
に
自
治
の
伝
統
を
見
出

す
と
い
う
、
福
沢
に
は
見
ら
れ
な
い
視
点
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
著
者
は
、「
福
地
の
思
想
は
極
め

て
進
歩
的
な
民
権
論
で
、
福
沢
以
上
に
民
主
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
」
と
評
し
て
い
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
。
本
書
の
学
界
に
対
す
る
最
大

の
貢
献
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
紙
面
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
福
地
が
、
士
族
よ
り
も
平
民
を
重
視
し
、
四
民
平
等
に
よ
っ
て

「
国
民
」
を
形
成
し
よ
う
と
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
点

に
あ
ろ
う
。
新
聞
や
新
聞
記
者
の
重
要
性
や
、
そ
の
社
会
的
役
割
に
対
す

る
福
地
の
具
体
的
構
想
を
析
出
し
た
点
も
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が
『「
公
論
」
の
創
生
「
国
民
」
の
誕
生
』

で
あ
る
こ
と
を
顧
み
る
と
き
、
前
者
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
福
地
が
い
か

な
る
理
由
か
ら
「
公
論
」
を
「
創
生
」
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た

分
析
は
、
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
た
し
か
に
、
新
聞

を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
議
論
を
通
じ
て
、「
公
論
」
空
間
が
創
出
さ
れ
た
、

と
い
う
「
手
段
」
や
「
結
果
」
は
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
福
地
は
ど
の

よ
う
な
意
図
や
動
機
、
背
景
か
ら
、「
公
論
」
を
「
創
出
」
し
た
の
か
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
洋
行
体
験
に
加
え
て
、
本
書
の
最
後
で
著
者
が
「
今
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後
の
展
望
と
課
題
」
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
て
い
る
、
日
報
社
の
組
織
分
析
は
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
日
報
社
に
江
戸
の
町
民
が
参
画
し

て
い
た
こ
と
が
、
日
本
の
「
公
論
」
形
成
の
一
起
源
と
な
っ
た
と
い
う
展

望
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
点
を
実
証
す
る
こ
と
は
、
福
地
自
身
の
「
公

論
」
意
識
の
芽
生
え
、
さ
ら
に
は
平
民
へ
の
好
意
的
言
説
の
起
源
を
考
え

る
上
で
、
不
可
欠
な
作
業
と
な
る
。

　

ま
た
、「
公
論
」
空
間
の
形
成
や
広
が
り
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
福
地

と
の
親
密
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
木
戸
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
本
書
の

指
摘
と
も
関
連
す
る
。
著
者
は
、
木
戸
と
福
地
と
が
、
士
族
と
平
民
の
い

ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
つ
い
て
、
見
解
を
異
に
し
て
い
た
点
を
強
調
し
て

い
る
。
で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
両
者
が
親
密
で
あ
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
木
戸
自
身
が
、
五
箇
条
の
誓
文
の
添
削
に
携
わ
り
、「
列
侯
会

議
を
興
し
、
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
と
の
福
岡
孝
弟
案
が
、「
広
く
会

議
を
興
し
、
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
に
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
公
論
」
を
維
新
の
精
神
と
し
て
定
着
さ
せ
た
指
導
者
の
一

人
だ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
福
地
が
幕
臣
と
し
て
、
洋
行
体

験
を
重
ね
て
新
聞
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
い
る
頃
、
日
本
で
は
木
戸

ら
が
、「
公
論
」
空
間
の
創
出
を
目
指
し
て
尊
王
攘
夷
運
動
を
試
み
、
維

新
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
こ
の
「
公
論
」
に
基
づ
く
統
治
と

い
う
国
家
目
標
を
共
有
し
、
さ
ら
に
は
、
議
会
開
設
と
い
う
具
体
的
構
想

で
も
共
鳴
し
た
結
果
、
士
族
評
価
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
を
超
え
て
、
両

者
は
密
接
な
関
係
を
構
築
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
評
者
は
、
筆
者
が
福
地
の
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
福
沢

が
、
あ
く
ま
で
士
族
を
重
視
し
、
士
族
の
精
神
と
ア
メ
リ
カ
人
民
の
「
報

国
の
大
義
」
と
の
共
通
点
を
強
調
し
、
ま
た
、
日
本
史
に
お
け
る
士
族
の

役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
た
一
因
は
、
福
沢
自
身
が
幕
末
維
新
期
に
身
を

置
い
て
い
た
環
境
が
、
中
津
藩
、
幕
府
、
洋
行
使
節
団
、
そ
し
て
慶
應
義

塾
と
、
き
わ
め
て
政
治
意
識
の
高
い
士
族
集
団
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
福
地
が
江
戸
の
町
民
と
交
わ
る
機
会
を
通
し
て
、
福
沢
と

は
異
な
る
人
的
交
流
・
交
際
を
重
ね
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
両
者
の

相
違
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

福
沢
と
の
対
比
、
と
い
う
面
か
ら
さ
ら
に
付
言
す
る
と
、
評
者
は
本
書

を
通
じ
て
、
福
地
と
福
沢
と
の
相
違
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
共
通
点
が
多
い

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
地
方
民
会
優
先
論
や
政
治
的
漸
進
主
義
、
議
会

制
度
を
定
着
さ
せ
る
上
で
政
治
的
経
験
を
重
要
す
る
姿
勢
、
世
俗
文
で
わ

か
り
や
す
く
情
報
を
伝
え
よ
う
と
す
る
著
作
執
筆
の
指
針
、
自
由
民
権
運

動
に
「
功
名
心
」
を
読
み
取
る
点
、
さ
ら
に
は
華
族
に
対
す
る
批
判
、
と

両
者
に
は
共
通
す
る
点
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
福
沢
は
士
族

優
先
論
と
い
う
意
味
で
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
と
対
立
し
た
『
郵
便
報

知
新
聞
』
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
は
い
る
が
、「
双
福
」
に
は
、
相
違
点

よ
り
も
共
通
点
の
方
が
多
く
見
出
せ
る
。
福
沢
が
立
憲
帝
政
党
に
対
す
る

批
判
を
展
開
し
た
以
外
、
福
地
を
批
判
し
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
の
は
、
著
者
の
指
摘
す
る
、
福
沢
の
新
聞
事
業
へ
の
評
価
や
二
人
の
親

し
い
関
係
、
学
者
像
の
一
致
な
ど
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
共
通
点
が
あ
っ

た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
本
書
に
よ
っ
て
前
進
し
た
福
地
研
究
に
、
残
さ
れ
た
課
題
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は
少
な
く
な
い
。
た
し
か
に
、
筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
福
地
は
官
よ

り
も
民
を
重
視
し
、
新
聞
記
者
の
役
割
を
重
ん
じ
て
、
政
府
・
政
治
の
役

割
を
限
定
し
よ
う
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
福
地
が
、
の
ち
に
は
立
憲
帝
政

党
を
結
党
し
て
、
政
府
の
主
義
を
も
っ
て
そ
の
綱
領
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
な
ぜ
か
。
本
書
の
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
福
地
に
対

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
覆
す
に
は
、
本
書
の
分
析
対
象

と
し
て
い
な
い
こ
う
し
た
事
象
を
も
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、

福
地
が
い
か
に
平
民
を
重
視
し
、「
言
文
一
途
」
の
重
要
性
を
説
い
た
と

し
て
も
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
社
説
に
は
な
か
な
か
反
映
さ
れ
ず
、
口

語
体
が
全
紙
面
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
正
期
を
待

た
ね
ば
な
ら
ず
、
福
地
は
同
紙
を
小
新
聞
に
改
変
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

福
地
の
言
説
が
、
ど
こ
ま
で
実
地
に
移
さ
れ
た
の
か
も
、
詳
し
く
検
証
さ

れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

福
地
は
、
き
わ
め
て
政
治
意
識
の
高
い
新
聞
記
者
で
あ
り
、
思
想
家
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
木
戸
と
の
関
係
に
代
表
さ
れ
る
政
治
史
の
文
脈
、

そ
し
て
、
草
創
期
か
ら
新
聞
事
業
に
携
わ
っ
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
の
軌
跡
、
さ
ら
に
は
「
輿
論
」
や
「
国
民
」
概
念
を
論
じ
た
思
想
家

と
し
て
の
業
績
な
ど
、
多
面
的
な
評
価
が
必
要
と
な
る
。
今
後
、
筆
者
の

研
究
が
さ
ら
に
発
展
し
、
こ
う
し
た
学
問
領
域
を
超
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
福
地
像
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

�

（
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）

商
兆
琦
著

『
鉱
毒
問
題
と
明
治
知
識
人
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
〇
年
）

神
谷
　
昌
史

一

　

私
事
か
ら
は
じ
め
て
恐
縮
だ
が
、
以
前
あ
る
人
名
事
典
に
執
筆
し
た
と

き
の
こ
と
。
事
典
が
出
版
さ
れ
、
担
当
し
た
項
目
を
見
て
驚
い
た
の
は
、

書
い
た
覚
え
の
な
い
一
文
が
最
後
に
付
け
足
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
く
、「
平
成
に
入
っ
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
視
点
か
ら
見
直
し
が
進
め
ら

れ
て
い
る
」。
事
典
項
目
の
当
該
人
物
は
、
ユ
ニ
ー
ク
で
は
あ
る
が
結
局

は
秘
教
的
セ
ク
ト
主
義
に
閉
塞
し
た
と
し
か
思
え
ず
、「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

視
点
か
ら
」
の
再
評
価
だ
の
、
そ
の
人
物
が
残
し
た
得
体
の
し
れ
な
い
曼

陀
羅
だ
の
は
胡
散
臭
い
だ
け
だ
と
い
う
の
が
私
の
評
価
だ
っ
た
の
で
、
断

り
も
な
く
正
反
対
の
文
章
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
不
快
感
が

拭
え
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
ま
り
関
心

が
持
て
な
か
っ
た
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
先
駆
」
や
「
近
代
文
明
を
根
源
的
に

批
判
し
た
い
の
ち
の
思
想
家
」
な
ど
の
評
価
が
な
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
思
想

家
は
ま
す
ま
す
敬
し
て
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
書
が
上
梓
さ
れ
て
し
ば
ら
く
手
に
取
ら
な
か
っ
た
わ
け
も
、「
鉱
毒
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