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入
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、「
富

国
強
兵
」
が
明
治
政
府
の
国
策
の
基
本
と

な
っ
た
。

ビ
ス
マ
ル
ク
の
演
説
は
今
も
色
あ
せ
て

は
ゐ
な
い
。
平
和
や
民
主
主
義
、
自
由

と
い
っ
た
理
念
も
、
武
力
抜
き
で
は
所
詮

絵
空
事
に
堕
し
て
し
ま
ふ
こ
と
必
定
で

あ
ら
う
。
中
国
は
ウ
イ
ル
ス
禍
を
い
ち
早

く
脱
出
し
た
と
し
て
、
自
国
権
威
主
義

体
制
の
優
位
を
世
界
に
喧
伝
す
る
一
方
で
、

覇
権
主
義
的
行
動
を
一
段
と
尖
鋭
化
さ

せ
て
ゐ
る
。
わ
が
尖
閣
で
は
中
国
海
警

局
の
公
船
が
連
日
の
や
う
に
領
海
近
く
の

接
続
区
域
に
侵
入
、
五
月
に
は
領
海
内

で
操
業
し
て
ゐ
た
日
本
漁
船
を
追
尾
す

る
事
件
が
発
生
し
た
。
事
態
は
深
刻
で

あ
る
。
政
府
は
い
つ
ま
で
遺
憾
表
明
や
抗

議
電
話
で
済
ま
せ
る
積
り
か
。
現
代
版

「
富
国
強
兵
」
策
を
練
り
上
げ
、
非
道

な
相
手
に
確
固
た
る
国
家
防
護
の
意
志

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
に
広
く
共
有
さ
れ
て
ゐ
る
自
律
心

で
国
の
内
側
を
固
め
、
そ
の
基
盤
の
上
に

強
い
日
本
を
築
く
秋と

き

で
あ
る
。
軍
備
の
強

化
を
戦
争
と
直
結
さ
せ
た
が
る
風
潮
の
裏

側
に
は
根
強
い
自
国
不
信
が
張
り
付
い
て

ゐ
る
。
こ
の
病
弊
を
払
拭
し
な
い
限
り
自

国
へ
の
矜
恃
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
。
今
、

わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
国

家
へ
の
信
を
回
復
し
、
雄
々
し
い
日
本
へ

と
転
換
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、

そ
の
見
識
と
覚
悟
で
あ
る
。

否
、
実
ニ
此
挙
ニ
在
リ
。
豈
ニ
大
任
ニ
ア

ラ
ズ
ヤ
」。
こ
の
期
待
を
担
っ
て
岩
倉
を

は
じ
め
木
戸
孝
允
、
大
久
保
利
通
、
伊
藤

博
文
ら
の
新
政
府
の
俊
秀
が
揃
っ
た
使
節

団
の
旅
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
始
ま
り
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
を
経
て
、
明
治
六
年

三
月
、
ド
イ
ツ
に
入
っ
た
。
某
日
、
使
節

団
は
当
時
世
界
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
て
ゐ

た
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
か
ら
夕
食
に
招
か
れ

た
。
彼
は
一
行
を
前
に
演
説
し
た
。

「
当
今
、
世
界
の
各
国
は
み
な
親
睦
礼

儀
を
も
っ
て
交
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
表
面
上
の
こ
と

で
、
内
面
で
は
強
弱
相
凌
ぎ
、
大
小
侮
る

と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
…
い
わ
ゆ
る
万

国
公
法
な
る
も
の
も
、
列
国
の
権
利
を
保

全
す
る
不
変
の
法
と
は
い
う
も
の
の
、
大

国
の
利
の
あ
る
う
ち
で
あ
っ
て
、
い
っ
た

ん
不
利
と
な
れ
ば
、
公
法
に
代
わ
る
に
武

力
を
も
っ
て
す
る
の
で
あ
る
」（
泉 

三
郎

『
岩
倉
使
節
団
と
い
う
冒
険
』）。

国
際
場
裡
で
は
「
強
」
が
「
弱
」
を

凌
ぎ
、「
大
」
が
「
小
」
を
侮
る
。
万
国

公
法
と
い
っ
て
も
、
自
国
に
不
利
と
思
へ

ば
大
国
は
公
法
に
替
へ
て
武
力
に
訴
へ
る
。

法
律
の
み
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
、
武
力

の
裏
付
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
公
法
も

有
効
と
な
る
の
だ—

当
時
の
わ
が
国
は
北

か
ら
ロ
シ
ア
、
東
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
西
か

ら
は
英
仏
が
迫
っ
て
を
り
、
い
か
に
し
て

独
立
を
守
り
抜
く
か
、
使
節
団
は
身
に
つ

ま
さ
れ
る
思
ひ
で
こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
聞
き

ゐ
る
が
、
日
本
人
と
し
て
先
づ
思
ふ
こ
と

は
、「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
に
、
自
ら

を
律
し
て
社
会
秩
序
を
守
ら
う
と
す
る
国

民
の
態
度
で
あ
る
。
平
穏
な
日
々
を
過
し

て
ゐ
た
わ
が
国
人
に
ウ
イ
ル
ス
は
突
如
と

し
て
襲
ひ
か
か
り
、
国
民
は
不
安
と
恐
怖

に
晒
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の

国
民
は
政
府
の
要
請
に
応
へ
て
身
を
慎
み

冷
静
に
事
態
に
対
処
し
た
。
自
律
心
は
今

回
も
又
、
活
き
て
働
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
規
範
意
識
の
確
か
さ
は
、
わ
が
民
族
が

長
い
時
間
を
か
け
て
育
ん
で
き
た
文
化
の

型
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
が
世
界

に
誇
っ
て
い
い
国
民
的
資
質
で
あ
る
。

明
治
四
年
十
一
月
、
総
勢
百
余
名
の
大

使
節
団
が
横
浜
を
出
港
し
た
。
岩
倉
具
視

（
右
大
臣
）
を
特
命
全
権
大
使
と
す
る
「
岩

倉
使
節
団
」
で
あ
る
。
太
政
大
臣
の
三
条

実
美
は
使
節
団
に
送
別
の
辞
を
手
向
け

た
、「
今
ヤ
大
政
維
新
、
海
外
各
国
ト
並

立
ヲ
図
ル
時
ニ
方あ

た

リ
、
使
命
ヲ
絶
域
ニ
奉

ズ
。
外
交
・
内
治
、
前
途
ノ
大
業
其
成
其

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
「
緊

急
事
態
宣
言
」
が
四
月
初
旬
に
発
令
さ
れ

た
時
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
は
総
じ
て

厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
強
制
力
も
罰
則

も
な
い
日
本
の
措
置
は
都
市
封
鎖
と
は

程
遠
い
、
宣
言
の
発
令
が
遅
す
ぎ
て
日
本

は
広
範
囲
な
検
査
に
失
敗
し
た
、
集
中
治

療
室
の
ベ
ッ
ト
数
も
少
な
い
、
人
工
呼
吸

器
の
不
足
で
日
本
で
は
医
療
崩
壊
へ
の
懸

念
が
広
が
っ
て
ゐ
る
等
々
…
。
と
こ
ろ
が
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
我
が
国
の
感
染

死
亡
率
が
目
立
っ
て
低
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
と
、
一
転
し
て
政
府
の
対

策
を
評
価
す
る
や
う
に
な
っ
た
。「
日
本

の
コ
ロ
ナ
対
策
は
こ
と
ご
と
く
見
当
違
い

に
見
え
る
が
」「
奇
妙
な
成
功
」
を
収
め

て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
、
死
者
数
の
少
な
さ

は
「
奇
跡
的
」
で
「
結
果
は
敬
服
す
べ
き

も
の
で
あ
る
」（
米
外
交
誌
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ポ

リ
シ
ー
の
東
京
発
記
事 

産
経
新
聞
五
月
十
六

日
付
）。
日
本
人
の
衛
生
意
識
の
高
さ
や

握
手
を
し
な
い
風
習
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

  

現
代
版
「
富
国
強
兵
」
策
を
確
立
せ
よ

　—

尖
閣
危
機
、い
つ
ま
で
「
遺
憾
表
明
」「
抗
議
電
話
」を
続
け
る
の
か—
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