
　
日
本
の
夜
明
け
「
明
治
維
新
」。
封
建
社
会
か
ら
の

脱
却
に
よ
り
、
身
分
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
誰
も
が
明
る

い
希
望
に
満
ち
た
未
来
を
想
像
し
て
い
た
。

　
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
部
落
差
別
は
残
さ
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
？

新
た
な
差
別
意
識
を
生
み
出
し
た
明
治
政
府 

　
こ
こ
に
、
明
治
政
府
の
と
っ
た
主
な
政
策
を
列
挙
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

「
殖
産
興
業
」�

多
様
な
産
業
の
育
成
・
保
護
に
よ
る
資
本
主
義
化

「
富
国
強
兵
」
徴
兵
制
・
日
清
戦
争
（
明
治
27
～
28
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　・
日
露
戦
争
（
明
治
37
～
38
年
）

「
封
建
制
の
廃
止
」
華
族
・
士
族
・
平
民
、
職
業
・
結
婚
の
自
由

▼
１
８
７
１
年
（
明
治
４
年
）

３
月�

「
斃
牛
馬
勝
手
処
理
令
」

�
�

死
牛
馬
を
所
有
者
が
勝
手
に
処
理
し
て
も
よ
い�

（
そ
れ
ま
で
、
処
理
す
る
権
利
は
、
賤
民
身
分
の

み
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
）

４
月�

�

廃
藩
置
県
に
よ
る
戸
籍
法
の
制
定

�

※「
賤
民
」
は
別
枠
と
す
る
作
成
指
示

８
月�

「
解
放
令
」（
賤
民
廃
止
令
）

 
 ﹃

穢
多
・
非
人
等
の
名
称
を
廃
し
、
身
分
・
職
業
と

も
平
民
同
様
と
す
る
﹄

政
府
の
ね
ら
い

　
国
の
財
源
確
保
政
策
の
一
環
で
あ

る
地
租
改
正
の
た
め
の
部
落
制
度
解
体
が
目
的
で
、
被

差
別
民
の
解
放
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
近
年
言
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
解
放
令
」
は
、
一
般
民
衆
に
と
っ

て
は
青
天
の
霹
靂
で
あ
る
。
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
。
➡
解
放
令
反
対
一
揆
（
西
日
本
で
は
20
件
以
上
、

被
差
別
部
落
を
襲
撃
、
死
傷
者
を
出
す
。）

▼
１
８
７
２
年
（
明
治
５
年
）

２
月�

「
壬
申
戸
籍
」

�
�「

解
放
令
」
に
よ
り
旧
身
分
を
記
載
せ
よ
と
の
指
示

は
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
、
賤
民
身
分
が
明
記
さ

れ
た
。
➡
そ
の
わ
け
は
、

※ 「
解
放
令
」
以
前
（
明
治
４
年
４
月
）
に
身
分
別
戸
籍
と

し
て
企
画
さ
れ
、
準
備
に
入
っ
て
い
た
か
ら
。

※ 

戸
籍
作
成
に
携
わ
っ
た
者
の
差
別
的
意
識
・
意
図
か
ら
。

８
月�

「
学
制
発
布
」

�
�

地
区
に
根
付
い
た
寺
子
屋
と
は
違
い
、
一
方
的
に

持
ち
込
ま
れ
た
。
学
校
区
の
編
成
で
被
差
別
部
落

を
閉
め
出
し
た
所
も
あ
る
。
い
く
つ
か
の
被
差
別

部
落
で
は
、
独
自
に
「
部
落
学
校
」
を
開
設
し
た
。

　
そ
の
他
神
社
祭
礼
参
加
へ
の
締
め
出
し
等
々
、
百

姓
・
町
人
と
「
賤
民
」
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

内
包
す
る
地
域
社
会
の
構
造
は
、
明
治
以
降
も
日
本
に

引
き
継
が
れ
た
。

貧
困
化
に
よ
り
差
別
意
識
が
よ
り
強
ま
る

　 
⃝
	「

斃
牛
馬
勝
手
処
理
令
」
に
よ
り
皮
革
等
の
専
売
権

を
失
う
。

⃝
	

新
た
な
警
察
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
警
備
の
仕
事
を
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こころを つなぐ まちづくり

【『
同
和
問
題
』に
つ
い
て
考
え
る
シ
リ
ー
ズ
】
連
載
企
画
そのⅣ

失
う
。

⃝
	

財
政
、
金
融
引
き
締
め
政
策
（「
松
方
デ
フ
レ
」）
に

よ
り
低
賃
金
労
働
者
と
な
る
。

⃝
	

低
賃
金
で
過
酷
な
重
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
特
に
ス

ラ
ム
化
し
た
劣
悪
な
環
境
に
置
か
れ
た
被
差
別
部
落

は
、
ひ
ど
い
差
別
の
対
象
と
な
っ
た
。

⃝
	「

壬
申
戸
籍
」
に
よ
り
身
元
調
査
を
行
い
、
部
落
出

身
者
を
就
職
や
結
婚
か
ら
排
除
す
る
。
➡
１
９
６
８

（
昭
和
43
）
年
に
こ
の
戸
籍
の
閲
覧
が
禁
止
さ
れ
る

ま
で
身
元
調
査
に
悪
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
降
も

住
民
基
本
台
帳
や
寺
の
過
去
帳
を
利
用
し
て
の
身
元

調
査
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
殖
産
興
業
を
行
い
、
富

国
強
兵
政
策
の
中
で
明
治
政
府
が
打
ち
出
し
た
「
解
放

令
」
は
、
被
差
別
部
落
に
対
す
る
差
別
意
識
を
解
消
す

る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
差
別
意
識
を
増
長
さ
せ
る
結
果
を

生
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
文
責
：
武
蔵
分
室
　
山
下
）

明
治
維
新
の
「
解
放
令
（
賤
民
廃
止
令
）」
は
、

な
ぜ
差
別
意
識
の
解
消
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

残
さ
れ
て
き
た
「
差
別
意
識
」

第
９
回
国
東
市
隣
保
館
ま
つ
り

「
こ
こ
ろ
の
川
柳
」

課
題《
ま
つ
り
》応
募
作
品

じ
い
ち
ゃ
ん
も

　
子
ど
も
に
も
ど
る
祭
り
の
日

国
東
町

　重

　吉

　喜
一
郎

夏
ま
つ
り
彼
女
の
浴
衣
チ
ラ
見
す
る

武
蔵
町

　も

　
　
　
　
　も
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里
の

だ
よ
り

教
育

【
問
合
先
】
教
育
委
員
会
　
学
校
教
育
課
　
☎
０
９
７
８-

73-

０
０
６
６

　
郷
土
国
東
市
を
誇
り
と
し
、
夢
や
希

望
を
抱
き
な
が
ら
「
確
か
な
学
力
」
と

「
豊
か
な
心
」「
健
や
か
な
体
」
を
身

に
つ
け
、
主
体
的
に
た
く
ま
し
く
生
き

る
力
を
も
つ
子
ど
も
の
育
成

「
生
き
る
力
」
を
育
む
学
校
教
育
の
推

進
と
連
携
・
協
働
に
よ
る
学
校
教
育
の

創
造

※�

「
生
き
る
力
」
と
は
、
次
代
を
担
う

子
ど
も
達
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に

お
い
て
必
要
と
な
る
「
確
か
な
学

力
」・「
豊
か
な
心
」・「
健
や
か
な

体
」
を
い
い
ま
す
。

１
．
平
成
28
年
度
の

　
　
国
東
市
学
校
教
育
方
針

２
．
指
導
方
針

　
国
東
市
は
、
若
者
や
子
育
て
世
代
の
定
住
促

進
を
め
ざ
し
、「
教
育
の
里
づ
く
り
」
を
市
政

の
中
核
に
据
え
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
国
東
市
学
校
教
育
方
針
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
の
数
か
月
間
は
緊
張
と
不
安
の

中
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　「
徐
々
に
」
と
い
う
こ
と
ば
が

あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
す
ぐ
に

結
果
を
出
し
た
く
て
、
つ
い
つ
い

子
ど
も
た
ち
を
駆
り
立
て
ま
す
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
中
に
は
「
登

校
渋
り
」
や
「
不
登
校
」
に
陥
っ

て
し
ま
う
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

　
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
、「
愛
情

の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な
く
、
無

関
心
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
。

彼
女
が
言
う
よ
う
に
、「
ほ
っ
た

ら
か
し
」
ほ
ど
子
ど
も
に
と
っ
て

つ
ら
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、「
手

取
り
・
足
取
り
」
も
「
子
ど
も
の

言
う
通
り
に
さ
せ
る
こ
と
」
も
、

親
の
愛
情
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　
新
入
生
に
限
ら
ず
、
い
つ
も

「
こ
れ
も
が
ん
ば
れ
、
あ
れ
も
が

ん
ば
れ
！
」
で
は
な
く
、
今
で
き

て
い
る
こ
と
を
「
が
ん
ば
っ
て
る

ね
！
」
と
認
め
、
ほ
め
る
こ
と
か

ら
始
め
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　
４
月
、
園
、
小
・
中
学
校
、
高

校
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
園
式
、
入

学
式
が
終
了
し
、
子
ど
も
た
ち

も
、
少
し
ず
つ
新
し
い
学
校
生
活

に
慣
れ
て
き
た
時
期
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
大
人
で
さ
え
、
し
ば
ら

く
す
る
と
新
し
い
生
活
に
慣
れ
て

き
て
、
い
わ
ゆ
る
「
５
月
病
」
と

呼
ば
れ
る
不
適
応
行
動
が
起
こ
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、「
学

校
に
行
き
た
く
な
い
」
と
か
「
勉

強
が
イ
ヤ
」
な
ど
と
い
う
言
動
が

時
と
し
て
現
れ
ま
す
。
昨
日
ま
で

は
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
手
を

添
え
て
く
れ
て
い
た
の
に
、
急
に

「
自
分
で
し
な
さ
い
！
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
昨
日
ま
で
は
一
日
中
し

た
い
こ
と
を
し
て
い
て
も
叱
ら
れ

な
か
っ
た
の
に
、
次
の
日
か
ら
は

時
間
を
区
切
ら
れ
、
し
た
い
こ
と

も
が
ま
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
す
。
私
た
ち
大
人
は
、

「
今
日
か
ら
１
年
生
な
ん
だ
か
ら
」

と
い
う
理
屈
を
言
い
ま
す
が
、
子

ど
も
た
ち
は
そ
の
理
屈
を
理
解
で

き
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は
、
私
た
ち
の
想
像
以
上
に
、

平
成
28
年
度

国
東
市
学
校
教
育
方
針

３
．
指
導
の
重
点

　指　導　の　重　点　

確かな学力 豊かな心 健やかな体

○
幼
稚
園
教
育
の
充
実
と
幼
・
保
・
小
の
円
滑
な
推
進

○
創
意
工
夫
し
た
教
育
課
程
の
編
成
と
実
施

○
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
取
り
入
れ
た
校
内
研
究

に
よ
る
組
織
的
な
授
業
改
善

○
学
校
の
特
性
を
生
か
し
た
学
習
指
導
及
び
教
育

活
動
の
充
実

○
教
育
の
情
報
化
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
授
業
の
促
進

○
関
係
機
関
と
連
携
し
た
特
別
支
援
教
育
の
推
進

○
地
域
と
の
連
携
に
よ
る
学
習
支
援
の
推
進

○
多
様
な
学
び
の
場
や
学
び
に
結
び
つ
く
体
験
活

動
の
工
夫

○
よ
り
よ
く
生
き
る
資
質
・
能
力
を
備
え
た
子
ど

も
を
育
成
す
る
道
徳
教
育
の
実
践

○
学
校
図
書
館
を
活
用
し
た
教
育
の
充
実

○
人
権
意
識
や
人
権
感
覚
を
育
成
す
る
人
権
教
育
の
推
進

○
発
達
段
階
に
応
じ
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実

○
生
徒
指
導
体
制
や
教
育
相
談
機
能
の
充
実
と
関

係
機
関
と
の
連
携

○
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の

実
践
力
を
養
う
保
健
教
育
の

推
進

○
栄
養
教
諭
等
を
活
用
し
た
食

育
の
推
進

○
学
校
・
家
庭
・
地
域
に
よ
る

継
続
し
た
体
力
づ
く
り
の
推

進
学
力
向
上
の
推
進

豊
か
な
心
の
育
成

体
力
向
上
の
推
進

「
新
し
い
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
」

教
育
長
　
加�

藤
　
正�

和
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