
昭
治
鞠
 
 
 

明
治
時
代
は
我
が
国
三
千
年
の
歴
 
 

史
上
に
お
け
る
最
も
大
き
な
変
改
期
 
 

で
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
が
一
新
さ
れ
、
 
 

書
道
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
 
 

せ
ん
。
 
 
 

明
治
新
政
府
が
唐
様
書
家
を
採
用
 
 

し
、
文
筆
の
官
職
に
つ
か
せ
、
地
方
 
 

で
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
こ
の
結
果
御
 
 

家
流
が
ま
す
ま
す
衰
運
を
加
え
て
つ
 
 

い
に
滅
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
 
 
 

毛
筆
元
祖
「
佐
々
木
為
次
先
生
碑
」
 
 

の
そ
ば
に
同
じ
く
向
殿
嘉
右
衛
門
が
 
 

建
て
た
芳
名
碑
が
あ
り
、
そ
の
中
に
 
 

熊
野
筆
の
問
屋
元
祖
と
し
て
向
殿
四
 
 

良
兵
衛
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
 
 

四
良
兵
衛
は
屋
号
「
池
田
」
 
と
称
し
 
 

た
明
治
初
期
に
あ
っ
た
熊
野
最
初
の
 
 

筆
問
屋
で
す
。
 
 
 

明
治
五
年
八
月
十
日
、
熊
野
村
か
 
 

ら
第
三
大
区
御
用
所
宛
に
文
書
が
提
 
 

出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
差
出
し
 
 

の
熊
野
寮
 
 
 

人
は
当
時
毛
筆
問
屋
を
営
ん
で
い
た
 
 
 

向
殿
四
良
兵
衛
と
世
良
太
三
郎
で
し
 
 
 

た
。
こ
の
文
書
に
は
、
上
方
か
ら
の
 
 
 

職
人
の
指
導
に
よ
っ
て
筆
の
生
産
が
 
 
 

追
々
繁
栄
し
、
多
人
数
が
渡
世
し
て
 
 
 

お
り
村
内
で
生
産
さ
れ
た
筆
は
諸
国
 
 
 

へ
売
広
め
ら
れ
、
近
来
芸
州
筆
と
い
 
 
 

う
名
を
揚
げ
て
「
益
々
繁
昌
仕
リ
ー
 
 
 

廉
の
村
と
相
成
・
一
統
大
慶
の
至
り
 
 
 

と
存
じ
奉
り
候
L
と
述
べ
ら
れ
て
お
 
 
 

り
、
こ
の
時
期
熊
野
筆
の
生
産
が
相
 
 
 

当
増
大
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
 
 
 

ま
す
。
 
 
 

さ
ら
に
こ
の
文
書
の
趣
旨
は
、
こ
 
 
 

の
よ
う
に
多
人
数
に
な
っ
た
職
人
が
 
 
 

村
内
処
々
に
居
住
し
て
い
る
た
め
職
 
 
 

人
同
志
が
材
料
な
ど
を
融
通
し
合
う
 
 
 

に
も
手
間
が
か
1
り
、
商
人
が
筆
を
 
 
 

仕
入
れ
る
に
も
方
々
を
歩
き
ま
わ
ら
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
便
 
 
 

利
の
よ
い
往
来
筋
に
町
家
の
よ
う
な
 
 

ト
俗
名
向
殿
四
良
兵
衛
之
墓
 
 
 

長
屋
四
十
九
戸
を
作
り
筆
結
職
人
を
 
 

一
か
所
に
集
め
た
と
云
う
普
請
免
許
 
 

の
願
い
で
し
た
。
 
 
 

こ
の
計
画
の
成
否
は
明
ら
か
で
は
 
 

あ
り
ま
せ
ん
が
当
時
の
職
人
の
増
加
・
 
 

筆
生
産
の
発
展
の
状
況
を
示
し
て
い
 
 

る
も
の
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
 
 

す
。
 
 

（
熊
野
町
史
通
史
編
）
 
 
 

既
に
．
し
て
明
治
十
年
初
め
て
内
国
 
 
 

博
覧
会
を
開
催
せ
ら
る
ゝ
や
此
の
 
 
 

地
「
西
尾
 
平
」
な
る
も
の
自
製
 
 
 

の
毛
筆
を
出
品
し
入
賞
者
の
一
貞
 
 
 

に
列
せ
ら
る
。
こ
の
頃
毛
筆
製
造
 
 
 

戸
数
八
百
軒
余
、
従
業
者
一
五
〇
 
 
 

〇
余
人
・
一
ケ
年
の
産
額
二
千
百
 
 
 

余
万
封
・
価
額
三
十
万
円
を
上
下
 
 
 

せ
り
 
 

（
大
正
四
年
発
行
 
安
芸
郡
風
教
誌
）
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