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政
界
へ
の
進
出

　
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
九
月
に
富
田
鉄
之

助
が
日
銀
総
裁
の
職
を
辞
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は

銀
行
政
策
を
め
ぐ
る
大
蔵
卿
（
大
臣
）
松ま
つ
か
た
ま
さ
よ
し

方
正
義
と

の
意
見
の
相
違
が
原
因
で
し
た
。
同
時
に
そ
の
背
景

に
は
、
当
時
の
政
財
界
に
お
い
て
薩
摩
・
長
州
出
身

者
が
実
権
を
掌
握
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る｢

藩は
ん
ば
つ閥｣

が
あ
っ
た
の
で
す
。「
朝
敵
」
仙
台
藩
出
身
の
鉄
之
助

が
日
本
銀
行
総
裁
に
就
任
し
た
こ
と
に
対
す
る
藩
閥

勢
力
の
反
感
が
、
総
裁
辞
任
へ
の
大
き
な
圧
力
と
な
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
鉄
之
助
の
人
望
は
、
彼
を
そ
の
ま
ま
に

は
し
て
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
鉄
之
助
は
、
総
裁
辞

任
後
間
も
な
い
十
一
月
に
、
東
京
市
会
議
員
、
東
京

市
麻
布
区
会
議
員
と
な
り
、
翌
年
、
国
会
が
開
設
さ

れ
る
と
、
貴
族
院
の
勅
ち
ょ
く
せ
ん撰

議
員
に
推
さ
れ
、
政
界
へ

の
進
出
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
明
治

二
十
四
年

七
月
に
は

東
京
府
知

事
の
職
に

就
い
た
の

で
す
。
こ

れ
を
知
っ

た
仙
台
出

身
者
の
喜

び
は
大
き

く
、
帝
国

ホ
テ
ル
で

仙
台
関
係
者
が
就
任
祝
賀
式
を
行
っ
た
際
は
、
参
加

者
一
同
の
「
さ
ん
さ
時
雨
」
の
大
合
唱
が
、
ホ
テ
ル

中
に
響
き
渡
っ
た
と
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
知
事
と
し
て
鉄
之
助
が
果
た
し
た
最
大
の
功
績
は
、

多
摩
地
方
を
東
京
府
に
編
入
し
た
こ
と
と
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
東
京
の
水
源
地
で
あ
る
多
摩
地
方
は
、

当
時
は
神
奈
川
県
に
属
し
た
た
め
、
衛
生
行
政
が
徹

底
せ
ず
、
大
き
な
問
題
を
生
じ
て
い
ま
し
た
。
強
硬

な
反
対
派
も
あ
り
、
鉄
之
助
へ
の
暴
行
事
件
も
発
生

し
ま
し
た
が
、
鉄
之
助
は
粘
り
強
く
こ
の
課
題
に
取

り
組
み
、
つ
い
に
明
治
二
十
六
年
四
月
に
多
摩
地
方

は
東
京
府
に
編
入
さ
れ
た
の
で
す
。

「
富
国
」
へ
の
貢
献

　
多
摩
編
入
を
実
現
し
た
半
年
後
の
明
治
二
十
六
年

十
月
、
富
田
鉄
之
助
は
東
京
府
知
事
を
辞
任
し
ま

し
た
が
、
貴
族
院
議
員
の
地
位
は
、
晩
年
ま
で
全
う

し
ま
し
た
。
金
融
政
策
、
と
く
に
銀
行
関
連
の
審
議

で
鉄
之
助
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
日
清
戦
争
や
そ
の
後
の
増
税
路
線
を
藩
閥
政

府
の
陰
謀
的
な
も
の
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
、
産
業

振
興
に
よ
る
「
富ふ
こ
く国
」
を
強
く
主
張
し
ま
し
た
。

　
鉄
之
助
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
政
治
の
場
で
主

張
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
創
立
、

運
営
に
関
わ
り
、
身
を
も
っ
て
実
践
し
ま
し
た
。
と

い
う
よ
り
、
経
済
界
も
ま
た
鉄
之
助
を
放
っ
て
は
置

か
な
か
っ
た
、
と
言
っ
た
方
が
適
切
な
よ
う
で
す
。

　
鉄
之
助
が
関
わ
っ
た
主
な
企
業
と
し
て
は
、
富
士

紡
績（
創
業
時
の
取
締
役
会
長
）、横
浜
火
災
保
険（
創

業
時
の
取
締
役
社
長
）、
日
本
鉄
道
（
取
締
役
）
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で

一
流
の
大
会
社
で
、
こ
の
ほ
か
、
多
く
の
銀
行
の
経

営
に
も
鉄
之
助
は
相
談
役
と
し
て
関
わ
り
ま
し
た
。

　
出
身
地
・
仙
台
で
も
、
七
十
七
銀
行
が
明
治
三
十
一

年
に
国
立
銀
行
か
ら
民
間
銀
行
に
転
じ
た
際
は
、
鉄

之
助
が
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
鉄
之
助
の
助
言
に
よ
っ
て
伊だ

て達
邦く
に
む
ね宗

が

設
立
し
た
実
験
農
場
・
養
種
園
も
、
仙
台
で
の
産
業

振
興
が
具
体
化
し
た
一
例
で
し
た
。

後
進
の
育
成

　
産
業
振
興
に
よ
る
富
国
を
常
に
意
識
し
た
富
田
鉄

之
助
の
ま
な
ざ
し
は
、
当
然
な
が
ら
人
材
育
成
に
も

強
く
注
が
れ
ま
し
た
。
明
治
八
年
に
森も
り
あ
り
の
り

有
礼
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
商
法
講
習
所
は
、
現
在
の
一
橋
大
学

の
前
身
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
そ

の
設
立
構
想
は
、
鉄
之
助
の
発
案
だ
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
鉄
之
助
は
、
出
身
地
で
あ
る
仙
台
へ
も
大
き

な
功
績
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
、
明
治
十
九
年

設
立
の
宮
城
英
学
校
（
翌
年
、
東
華
学
校
と
改
称
）

は
、
鉄
之
助
が
新に
い
じ
ま
じ
ょ
う

島
襄
や
仙
台
の
有
力
者
等
と
設
立

し
た
中
等
教
育
施
設
で
し
た
。
東
華
学
校
は
、
明
治

二
十
五
年
に
施
設
や
職
員
、
生
徒
を
新
設
の
宮
城
県

尋
常
中
学
校
に
引
き
継
ぎ
ま
し
た
が
、
そ
の
伝
統
は

仙
台
一
中
（
旧
制
）、
仙
台
一
高
へ
と
受
け
継
が
れ
、

多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
鉄
之
助
は
、
旧
藩
主
・
伊
達
家
の
家
政

を
支
援
し
、
ま
た
仙
台
出
身
者
の
就
学
や
就
職
に
も

援
助
を
惜
し
ま
な
い
な
ど
、
仙
台
に
対
す
る
想
い
は

格
別
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
鉄
之
助
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
、
八
二
歳

で
没
し
ま
し
た
。
清せ
い
れ
ん
い
ち
ず

廉
一
途
で
あ
っ
た
鉄
之
助
は
、

恩
給
や
功
労
金
の
類
を
全
く
受
け
ず
、
そ
の
功
を
誇

る
こ
と
も
無
か
っ
た
た
め
、
そ
の
事
跡
は
歴
史
の
流

れ
の
中
に
埋
も
れ
か
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

こ
そ
が
鉄
之
助
の
本
望
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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