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Ⅰ
　
は
じ
め
に

私
ど
も
が
「
新
修
名
古
屋
市
史
」
本
文
編
の
第
四
巻
を
刊
行
い

た
し
ま
し
た
の
が
平
成
十
一
年
三
月
で
、
今
年
は
そ
れ
か
ら
九
年

目
に
あ
た
り
ま
す
。
私
ど
も
の
部
会
は
、
こ
の
四
月
か
ら
新
し
く

近
世
後
期
を
中
心
に
し
た
資
料
編
の
編
さ
ん
に
着
手
し
て
お
り
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
全
体
を
四
章
に
分
け
て
、
第
一
章
が
藩
政
、
第

二
章
が
商
工
業
の
発
達
と
町
民
の
生
活
、
第
三
章
が
交
通
、
第
四

章
が
文
化
と
い
っ
た
形
で
構
想
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、

そ
の
中
か
ら
特
に
交
通
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
皆
様
方
の
ご
意

見
を
で
き
る
だ
け
多
く
受
け
と
め
て
、
新
し
い
資
料
編
の
中
に
生

か
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ⅱ
　
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て

い
う
ま
で
も
な
く
、
私
ど
も
が
交
通
史
を
研
究
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
ま
ず
は
そ
の
対
象
と
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に

誰
が
、
ど
う
い
っ
た
研
究
を
既
に
行
っ
て
い
る
の
か
を
調
査
・
整
理

し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
新
し
く
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
著
書
（
県
史
・
市
町
村
史
を
含
む
）や
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
の

か
を
調
査
す
る
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ

れ
を
文
献
整
理
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
現
在
、
交
通
史
研
究
で
は
、
ど
う
い
っ
た
分
野
で
、
ど
う

い
っ
た
研
究
テ
ー
マ
で
、
ど
う
い
っ
た
点
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

か
を
、
さ
ら
に
内
容
に
立
ち
入
っ
て
調
査
・
整
理
す
る
こ
と
が
ま

た
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
を
研
究
課
題
の
整
理
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

１
　
文
献
整
理
に
つ
い
て

本
日
は
、
皆
様
方
の
手
元
に
、
名
古
屋
市
域
に
属
す
る
熱
田

（
宮
）と
鳴
海
両
宿
が
東
海
道
五
十
三
次
の
各
宿
場
町
の
中
で
、
ど

の
程
度
の
規
模
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、「
天
保
十
四

年
（
一
八
四
三
）
東
海
道
宿
場
一
覧
」（
豊
川
市
二
川
宿
本
陣
資
料

館
「
展
示
資
料
解
題
」
一
）
を
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次

に
熱
田
・
鳴
海
両
宿
を
も
含
め
た
東
海
道
五
十
三
次
の
各
宿
場
町

に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
で
あ
る
文

献
目
録
を
作
成
し
て
そ
れ
を
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

の
文
献
目
録
は
二
つ
の
分
野
に
分
か
れ
、
前
半
は
東
海
道
五
十
三

次
の
各
宿
場
ご
と
に
、
そ
の
宿
場
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ

た
著
書
（
県
史
・
市
町
村
史
を
含
む
）を
ま
ず
は
紹
介
す
る
内
容
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
後
半
は
市
域
の
熱
田
・
鳴
海
両
宿
を
含
め
て

愛
知
県
下
の
各
宿
場
町
、
具
体
的
に
は
東
か
ら
二
川
、
吉
田
、
御

油
、
赤
坂
、
藤
川
、
岡
崎
、
池
鯉
鮒
（
知
立
）、
鳴
海
、
熱
田
の
各
宿

場
に
つ
い
て
、
前
半
で
紹
介
し
た
著
作
は
除
い
て
別
に
、
こ
れ
ま

で
研
究
さ
れ
、
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
を
、
こ
れ
を
著
者
別
に
ま
と

め
て
紹
介
す
る
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
お
手
元
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
文
献
整
理
は
、
短
期
間
に

急
い
で
調
査
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
後
と
も
に
修
正
補
充
す
る

な
ど
の
作
業
が
さ
ら
に
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
交
通
史
研
究
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
状
況
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
愛
知
県
下
の

東
部
に
位
置
す
る
二
川
・
吉
田
の
両
宿
に
つ
い
て
は
研
究
が
多
く
、

し
た
が
っ
て
著
書
や
論
文
が
集
中
し
て
お
り
ま
す
が
、
西
部
に
位

置
す
る
池
鯉
鮒
・
鳴
海
・
熱
田
宿
で
は
、
鳴
海
を
除
い
て
特
に
池

鯉
鮒
と
熱
田
宿
は
、
市
町
村
史
を
除
く
と
極
端
に
研
究
成
果
が
乏

し
い
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
東
海
道
各
宿
全
体
を

見
渡
し
ま
す
と
、
研
究
が
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
は

な
い
と
こ
ろ
、
交
通
関
係
の
独
立
し
た
資
料
集
ま
で
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
、
交
通
史
専
攻
の
研

究
者
が
活
躍
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
な
ど
、

様
々
な
研
究
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
全
体
を
通
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
の
交
通
史
研
究
で
は
、

県
史
・
市
町
村
史
の
編
さ
ん
を
通
し
て
、
ま
た
、
そ
こ
で
の
編
さ

第
24
回
「
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集
い
」
か
ら

資
料
編
「
近
世
３
」・「
現
代
」
の
内
容
を
紹
介

「
新
修
名
古
屋
市
史
」
編
さ
ん
事
業
は
、
本
文
編
に
続
き
平
成
十
四
年
度
か
ら
資
料
編
の

編
さ
ん
に
着
手
し
て
き
ま
し
た
が
、
四
回
目
の
配
本
と
し
て
「
近
代
２
」
と
「
民
俗
」
を
今
年

三
月
に
刊
行
し
、
五
月
か
ら
発
売
で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
続
い
て
二
十
一
年
度
に
は

「
近
世
２
」
を
、
さ
ら
に
二
十
二
年
度
に
は
「
近
世
３
」
と
「
現
代
」
を
そ
れ
ぞ
れ
発
刊
す
る
予

定
で
、
鋭
意
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
た
中
、
昨
年
十
一
月
二
十
九
日
、
ウ
ィ
ル
あ
い
ち（
名
古
屋
市
東
区
）で
開
催
し
ま

し
た
「
第
24
回
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集
い
」
で
は
、「
近
世
３
」
と
「
現
代
」
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
の
一
端
を
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
委
員
や
調
査
員
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
場

に
は
多
く
の
市
民
や
歴
史
愛
好
家
の
方
々
が
訪
れ
、
二
時
間
半
に
わ
た
る
充
実
し
た
集
い
と

な
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

資
料
編「
近
世
３
」か
ら

近
世
交
通
史
の
課
題

―
研
究
史
の
整
理
を
中
心
に
―

「
近
世
３
」
編
集
委
員
　
吉
　
永
　
　
　
昭

（
前
福
山
大
学
長
）
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ん
事
業
に
直
接
関
与
さ
れ
た
私
ど
も
の
先
輩
の
方
々
に
よ
る
資
料

調
査
と
そ
れ
に
対
す
る
解
明
へ
の
努
力
が
大
変
大
き
い
こ
と
を
改

め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
こ
で
は
特
に
市
域
に
関
係
し
た
熱
田
・
鳴
海
宿
以
外

に
東
海
道
五
十
三
次
の
各
宿
場
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
も
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
交
通
史
研
究
の
場
合
、
他
の
研
究
分

野
と
は
異
な
っ
て
各
宿
場
は
問
屋
を
通
し
て
道
中
奉
行
の
直
接
支

配
下
に
あ
り
、
た
と
え
ば
、
各
宿
場
で
起
こ
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
事
件

や
宿
場
が
直
面
し
た
様
々
な
課
題
な
ど
は
、
各
宿
場
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
特
定
の
宿
場
だ
け
の
研
究
で
は
解
明
の

難
し
い
も
の
で
も
、
他
の
宿
場
で
の
研
究
を
参
考
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
解
明
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、

そ
う
い
っ
た
事
情
な
ど
を
考
え
ま
す
と
、
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
自

分
の
研
究
対
象
と
す
る
宿
場
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
各
宿
場
に
つ

い
て
の
研
究
動
向
に
も
常
日
頃
か
ら
十
分
に
目
配
り
し
て
お
く
こ

と
が
特
に
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
既
に
指
摘
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ

熱
田
宿
に
つ
い
て
の
研
究
が
乏
し
い
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
よ
う
に

考
え
ら
れ
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
熱
田
は
現
在
で
は
名
古
屋

市
に
完
全
に
包
括
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
近
世
に
お
け
る
熱
田
は

独
立
し
た
町
と
し
て
町
奉
行
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、

神
宮
の
鳥
居
町
や
宿
場
町
と
し
て
、
ま
た
、
七
里
の
渡
し
や
江

戸
・
大
坂
へ
の
回
船
の
基
地
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
堀
川
を
利
用
し

た
諸
物
資
や
専
売
権
を
与
え
ら
れ
た
魚
類
の
集
散
地
と
し
て
、
そ

れ
に
木
曽
川
を
下
る
材
木
の
集
積
地
と
し
て
も
、
多
面
的
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
ま
し
た
。
な
か
で
も
熱
田
が
交
通
の
基
地
と
し

て
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
だ
け
に
、
今
後
に
お
け
る
熱
田
宿
の

研
究
は
大
変
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

２
　
研
究
課
題
の
整
理
に
つ
い
て

次
に
、
以
上
の
文
献
整
理
を
踏
ま
え
て
、
現
在
、
交
通
史
研
究

が
直
面
し
て
い
る
研
究
課
題
の
整
理
が
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
そ
の
課
題
を
要
約
し
て
み
ま
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

①
宿
場
町
と
そ
の
周
辺
村

（々
助
郷
）の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討

町
・
村
々
の
実
態
と
そ
の
後
の
変
化
（
階
層
分
解
な
ど
）、
宿

場
町
や
問
屋
・
本
陣
・
旅
籠
な
ど
の
実
態
及
び
町
・
村
々
に

お
け
る
金
融
・
財
政
の
在
り
方
な
ど
を
め
ぐ
る
諸
問
題

②
人
馬
継
ぎ
立
て
を
め
ぐ
っ
て
の
検
討

多
様
な
通
行
者
及
び
宿
継
ぎ
の
実
態
と
そ
の
後
の
推
移
、
特

に
宿
民
の
宿
継
ぎ
負
担
の
実
態
と
そ
の
後
に
お
け
る
変
化
、

た
と
え
ば
、
役
金
化
・
請
負
化
の
問
題
な
ど

③
助
郷
に
つ
い
て
の
検
討

そ
の
成
立
事
情
と
そ
の
後
の
変
化
、
ま
た
、
そ
の
性
格
、
た

と
え
ば
、
国
役
か
、
夫
役
か
、
賃
稼
ぎ
か
、
無
賃
か
、
宿
場

と
の
関
係
も
含
め
た
役
金
化
・
請
負
化
な
ど
の
諸
問
題
な
ど

④
交
通
政
策
の
展
開
と
宿
場
及
び
助
郷
村
々
の
対
応
に
つ
い
て
の
検
討

幕
府
に
よ
る
交
通
政
策
の
画
期
と
そ
の
位
置
付
け
、
制
度
の

動
揺
と
崩
壊
、
た
と
え
ば
、
助
郷
一
揆
の
発
生
や
維
新
政
権

誕
生
に
至
る
諸
問
題
な
ど

⑤
宿
場
町
と
地
域
文
化
の
発
展
に
つ
い
て
の
検
討

宿
場
に
お
け
る
学
問
・
技
術
・
医
療
・
芸
能
・
祭
礼
な
ど
の

文
化
的
基
盤
の
形
成
や
情
報
伝
達
（
お
陰
参
り
や
各
種
旅
行

記
・
案
内
記
・
道
中
記
な
ど
も
含
む
）を
め
ぐ
る
問
題
な
ど

⑥
そ
の
他

以
上
で
す
が
、
な
お
、
こ
こ
で
は
省
略
い
た
し
ま
し
た
が
、
城

下
名
古
屋
か
ら
は
佐
屋
路
・
美
濃
路
を
は
じ
め
と
し
て
主
要
な
幹

線
道
路
が
四
方
へ
と
延
び
、
佐
屋
で
は
岩
塚
・
万
場
・
神
守
・
佐
屋

の
四
宿
、
美
濃
路
に
は
名
古
屋
か
ら
清
須
・
稲
葉
・
萩
原
・
起
・
墨

俣
の
六
宿
、
ま
た
、
中
山
道
筋
に
は
木
曽
谷
を
含
め
て
二
十
宿
が

存
在
し
、
こ
れ
ら
の
維
持
に
は
尾
張
藩
は
他
藩
に
は
見
ら
れ
な
い

独
自
の
交
通
政
策
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
以
下
、
尾
張
藩
に
お

け
る
研
究
課
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
と

思
い
ま
す
。

①
東
海
道
の
開
設
―
な
ぜ
七
里
の
渡
し
な
の
か

②
尾
張
藩
に
お
け
る
交
通
・
流
通
行
政
の
一
元
化
と
東
海
道
と
の

関
係

③
藩
独
自
の
政
策
、
具
体
的
に
は
領
内
に
対
す
る
伝
馬
銀
・
助
郷

の
実
施
や
伝
馬
新
田
の
造
成
と
そ
の
後
の
推
移
な
ど

④
東
海
道
・
中
山
道
・
佐
屋
道
・
美
濃
道
な
ど
を
含
め
た
藩
内
交
通

体
系
の
成
立
と
そ
の
性
格
、
特
質
や
そ
の
位
置
付
け
な
ど

と
り
あ
え
ず
、
以
上
の
課
題
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ
　
お
わ
り
に

以
上
、
簡
単
に
研
究
史
の
整
理
を
通
し
て
交
通
史
研
究
の
現
状

と
課
題
と
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
近
世
に
お
け

る
交
通
史
研
究
は
、
名
古
屋
市
域
で
も
、
愛
知
県
下
で
も
、
必
ず

し
も
大
き
な
研
究
成
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
一
日
も
早
く
、
多
く
の
研
究
者
に

よ
っ
て
そ
の
実
態
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
は
研
究
組
織
の
強
化
と
関
係
資
料
の
発

掘
と
そ
れ
の
公
開
が
進
む
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
る
か
と
思
い
ま

す
。最

後
に
、
ご
承
知
の
通
り
、
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
で
は
、
所

蔵
資
料
の
公
開
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
各
種
の
下

郷
家
文
書
を
始
め
と
し
て
交
通
関
係
の
資
料
も
多
く
含
ま
れ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
名
古
屋
市
博
物
館
に
も
多
く
の
交
通
資
料
が
所

蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
市
当
局
の
理
解
と
援
助
を
得
て
、

資
料
の
公
開
が
さ
ら
に
進
み
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
、
研
究
成
果
が
あ
が
る
こ
と
を
強

く
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ⅰ
　
は
じ
め
に

本
文
編
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
九
年
が
た
ち
、
そ
の
間
に
、
私
ど

も
が
扱
っ
た
資
料
が
、
市
政
資
料
館
に
行
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
既

に
公
開
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

資
料
を
い
ろ
い
ろ
見
て
い
て
思
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
は
文
書
の

時
代
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
前
例
を
見
て
前
へ
進
む
社
会
で

す
の
で
、
前
例
と
な
る
文
書
が
な
い
と
前
へ
進
め
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
天
保
八
年
に
幕
府
の
巡
見
使
が
派
遣
さ
れ
て
く
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
鳴
海
の
陣
屋
か
ら
前
回
の
資
料
を
出
せ

と
言
っ
て
き
ま
す
。
十
一
代
将
軍
が
五
十
年
間
も
将
軍
を
し
て
い

ま
し
た
か
ら
、
前
に
来
た
の
は
大
体
五
十
年
前
で
す
。
そ
う
す
る

と
五
十
年
前
の
こ
と
を
書
い
て
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
清
須
の
朝
鮮
通
信
使
の
資
料
を
見
て
い
た
と
き
も
、
や
は
り

四
十
年
前
ぐ
ら
い
の
資
料
を
出
せ
と
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

き
ち
ん
と
数
字
も
入
れ
て
、
人
足
は
こ
れ
だ
け
、
馬
は
こ
れ
だ
け

継
立
て
ま
し
た
と
い
う
の
を
清
須
か
ら
出
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、
各
宿
役
人
に
し
て
も
村
役
人
に
し
て

も
相
当
の
文
書
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
常
に
管
理
し
て
、
運

用
す
る
能
力
も
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
明
治
維
新
に

な
る
と
そ
う
い
う
縛
り
が
な
く
な
る
の
で
、
よ
く
あ
る
の
は
、
ふ

す
ま
の
下
張
り
に
な
る
な
ど
だ
ん
だ
ん
散
逸
し
て
い
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。

Ⅱ
　
鳴
海
宿
文
書
の
所
在
に
つ
い
て

１
　
鳴
海
町
役
場
文
書

我
々
が
収
集
し
た
鳴
海
宿
の
資
料
を
三
つ
に
分
類
し
て
み
ま
し

た
。
一
番
目
は
、
鳴
海
町
役
場
で
保
存
し
て
い
た
鳴
海
町
役
場
文

書
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
貴
重
で
、
例
え
ば
名
古
屋
市
域
の
宿
の

中
で
問
屋
場
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の
は
鳴
海
だ
け
で
す
。
問
屋

場
の
資
料
が
鳴
海
町
役
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
に
考
え

れ
ば
奇
跡
的
で
す
が
、
代
々
鳴
海
は
文
化
人
が
結
構
い
ま
し
て
、

加
藤
徹
三
さ
ん
と
い
う
最
後
の
方
の
町
長
さ
ん
は
、
例
え
ば
鳴
海

の
小
作
争
議
と
か
、
あ
る
い
は
名
古
屋
市
に
合
併
し
た
と
き
の

「
騒
擾
記
」
を
本
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
風
土
が
奇

跡
的
に
鳴
海
町
役
場
に
資
料
を
残
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

熱
田
に
も
資
料
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
熱
田
に
は
南
部
家
と
い
う
本
陣
の
資
料
と
か
、
江

崎
家
と
い
う
朱
印
改
の
資
料
は
あ
る
の
で
す
が
、
問
屋
場
の
資
料
、

例
え
ば
人
を
ど
れ
だ
け
継
立
て
た
か
、
馬
を
ど
れ
だ
け
継
立
て
た

か
と
い
う
資
料
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
継
立
て
た
か
、

そ
こ
を
研
究
す
る
の
は
大
切
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
難
し

い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
鳴
海
町
役
場
文
書
は
貴
重

だ
と
思
い
ま
す
。

２
　
下
郷
家
文
書

二
番
目
は
下
郷
家
文
書
で
す
。
鳴
海
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
鳴

海
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
下
郷
家
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す

が
、
鳴
海
村
は
五
千
五
百
石
ぐ
ら
い
石
高
が
あ
り
、
そ
の
中
の
九

百
三
十
石
ぐ
ら
い
が
下
郷
の
本
家
、
屋
号
で
千
代
倉
と
い
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
こ
が
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
分
家
も
盛
ん
で
、
み
ん

な
屋
号
を
持
っ
て
お
り
、
例
え
ば
東
店
と
い
う
屋
号
の
下
郷
四
郎

兵
衛
さ
ん
と
か
、
栢
木
と
い
う
屋
号
の
下
郷
弥
兵
衛
さ
ん
、
笹
印

と
い
う
屋
号
の
下
郷
善
右
衛
門
さ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
も
大
地
主
で

す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
屋
号
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
江
戸

時
代
に
大
々
的
に
酒
を
つ
く
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
樽
に
入
れ
て
江

戸
に
送
っ
て
い
た
の
で
す
。
本
家
は
江
戸
に
店
を
持
っ
て
い
た
時
代

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
下
郷
家
の
人
た
ち
が
役
人
を
し
て
い
た

の
で
、
下
郷
家
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
を
二
番
目
に
あ
げ
ま
し

た
。し

か
し
、
こ
れ
ら
は
戦
後
全
部
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
ま
と
ま
っ
て
隣
の
豊
明
の
外
山
半
三
さ

ん
の
と
こ
ろ
と
か
、
あ
る
い
は
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
立
教
大
学
、

関
西
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
の
で
、
今
回
そ
う
い
う
所
か

ら
収
集
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

３
　
問
屋
・
庄
屋
役
文
書

三
番
目
は
問
屋
・
庄
屋
役
文
書
で
す
。
本
文
編
を
つ
く
っ
た
効

果
だ
と
思
い
ま
す
が
、
本
文
編
を
刊
行
し
た
後
で
、
宿
の
問
屋
、

言
っ
て
み
れ
ば
駅
長
さ
ん
、
村
長
さ
ん
に
当
た
る
庄
屋
も
や
っ
て

い
た
坂
野
家
の
資
料
が
出
て
き
ま
し
て
、
こ
れ
も
今
度
の
資
料
編

に
収
録
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
既
に
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な

い
資
料
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
語
れ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
資
料
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料
編「
近
世
３
」か
ら

東
海
道
鳴
海
宿
の
資
料
に
つ
い
て

「
近
世
３
」
調
査
員
　
酒
　
井
　
　
　
昌

（
元
名
古
屋
市
立
緑
小
学
校
校
長
）
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Ⅲ
　
東
海
道
鳴
海
宿

１
　
宿
を
取
り
巻
く
環
境

資
料
１
の
最
初
に
「
定
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
家
康
が
つ
く

ら
せ
た
朱
印
が
押
し
て
あ
り
ま
す
。「
鳴
海
宿
伝
馬
朱
印
状
」
と
い

う
も
の
で
、「
こ
の
ご
朱
印
な
く
し
て
伝
馬
出
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の

な
り
。
よ
っ
て
く
だ
ん
の
ご
と
し
」
と
非
常
に
短
い
文
章
が
あ
り
、

「
慶
長
六
年
正
月
日
　
鳴
海
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
鳴
海
に
出
し

た
伝
馬
朱
印
状
で
す
。
こ
れ
で
鳴
海
は
徳
川
の
宿
場
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
う
い
う
朱
印
が
な
け
れ
ば
馬
を
出
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
裏
に
は
、
お
前
の
と
こ
ろ
は
幕
府
の

宿
と
し
て
開
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
慶
長

六
年
と
い
う
の
は
、
実
は
関
ヶ
原
の
戦
い
の
翌
年
で
、
ま
だ
幕
府

は
開
い
て
い
ま
せ
ん
。
徳
川
は
、
領
地
は
渡
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

よ
う
な
朱
印
状
を
発
し
て
宿
場
を
開
か
せ
、
全
国
の
江
戸
に
通
じ

る
街
道
を
掌
握
す
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
鳴
海
の
宿
は
ど
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
か
と
い
う

と
、
こ
れ
も
ま
た
文
書
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料
２
は
、
鳴
海
の
山
の
手
で
鹿
が
出
没
し
た
話
で
、
こ
れ
は

嘉
永
元
年
だ
か
ら
幕
末
の
頃
で
す
。「
鹿
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
前
後
を
見
ま
す
と
、「
山
手
づ
け
畑
へ
鹿
た
く
さ
ん
ま
か

り
出
、
稲
、
大
豆
な
ど
食
い
荒
ら
し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
鹿
が

出
て
麦
畑
や
大
豆
畑
を
荒
ら
し
た
。
そ
の
次
は
「
お
ど
し
鉄
砲
」

と
あ
り
、
鉄
砲
を
使
わ
せ
て
く
れ
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
を
こ
こ

の
庄
屋
さ
ん
、
東
店
の
下
郷
四
郎
兵
衛
さ
ん
が
鳴
海
の
代
官
所
へ

訴
え
て
い
ま
す
。

資
料
３
に
は
、
鵜
が
麦
畑
を
荒
ら
し
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

前
之
庵
と
い
う
の
は
、
実
は
私
が
最
後
に
勤
め
た
緑
小
学
校
の
地

域
で
、
今
は
前
之
輪
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
石
堀
山
と
い
う
の

も
学
区
に
あ
っ
た
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
が
、
非
常
に
見
晴
ら

し
の
い
い
住
宅
地
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
鵜
が
い
っ
ぱ
い
集

ま
っ
て
き
て
、
そ
の
前
後
を
見
ま
す
と
、「
石
堀
山
辺
麦
作
に
こ
の

節
鵜
あ
ま
た
あ
い
集
ま
り
食
い
荒
ら
し
、
甚
だ
迷
惑
つ
か
ま
つ
り

候
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
に
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、「
そ
め
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
が
、
鳴
海
の
人
は
か
か
し
の
こ
と
を
「
そ
め
」
と
言
っ
た
ら
し
い

の
で
す
。
今
は
、
か
か
し
の
こ
と
を
「
そ
め
」
な
ん
て
ま
ず
言
わ
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
辞
書
に
も
出
て
い
ま
す
。
や
は
り
「
そ
め
」
で

は
だ
め
だ
か
ら
、
鉄
砲
を
う
た
せ
て
く
れ
と
あ
り
ま
す
。
幕
末
で

す
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
前
の
時
代
に
、
今
で
は
そ
ん
な
感
じ
は
し

な
い
の
で
す
が
、
鹿
や
猪
が
出
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
然
環
境

の
中
に
宿
場
が
あ
っ
た
の
で
す
。

２
　
宿
の
概
要

私
は
学
校
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
学
校
へ
行
く
と
、
ど
こ
の

学
校
に
も
学
校
要
覧
が
あ
り
ま
す
。
薄
い
も
の
で
す
が
、
人
数
は

こ
う
で
先
生
方
は
こ
う
で
、
こ
う
い
う
教
育
目
標
で
や
っ
て
い
ま

す
と
い
う
も
の
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
宿
場
で
そ
う
い
う
も
の

は
な
い
か
と
い
う
と
、
資
料
４
は
「
宿
村
大
概
帳
」
と
い
う
の
で
す

が
、
鳴
海
宿
の
概
要
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
順
番
に
見
て
い
き
ま
す
と
、「
鳴
海
宿
　
一
、
合
高
三
千

六
百
四
十
五
石
四
斗
六
升
八
合
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
宿
の

高
で
あ
り
村
の
高
で
す
。
こ
れ
も
説
明
を
要
す
る
の
で
す
が
、
先

ほ
ど
五
千
五
百
石
と
言
い
ま
し
た
が
、
五
千
五
百
石
と
す
る
と
農

民
や
宿
の
負
担
が
大
変
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
最
初
に
検
地

し
た
時
の
元
高
を
書
い
て
抑
え
て
あ
る
の
で
す
。
そ
の
次
に
里
数
、

「
江
戸
ま
で
八
十
三
里
二
十
三
町
」
と
か
、「
池
鯉
鮒
（
知
立
）
宿
へ

何
里
」
と
か
「
熱
田
宿
へ
何
里
」
と
細
か
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま

す
。
江
戸
へ
八
十
三
里
と
い
う
と
、
大
体
三
百
三
十
二
キ
ロ
ぐ
ら

い
に
な
り
ま
す
か
ら
妥
当
な
線
で
す
。
よ
く
熱
田
は
宮
と
言
い
、

広
重
が
書
い
て
い
る
何
種
類
か
の
熱
田
も
宮
と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
公
式
な
文
書
で
は
宮
の
宿
で
は
な
く
熱
田
宿
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
宿
内
の
町
並
み
も
「
東
西
ど
れ
だ
け
、
南
北
ど
れ

だ
け
」
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
宿
内
人
別
も
「
三
千
六
百
四
十
三

人
」、
男
女
別
で
見
る
と
女
性
の
方
が
少
し
多
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
サ
ー
ビ
ス
業
が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
そ
れ
か
ら
宿
内
の
家
数
が「
八
百
四
十
七
軒
」で
、
次
に
本
陣
、

脇
本
陣
、
脇
本
陣
格
が
根
古
屋
と
か
本
町
に
あ
る
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
そ
こ
に
本
陣
の
坪
数
が
書
い
て
あ
っ
て
、「
六
百
七
十
六

坪
半
」
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
ん
な
に
大
き
く
な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
ま
に
は
間

違
い
も
あ
り
ま
す
。
ほ
か
の
資
料
で
は
二
百
七
十
坪
ぐ
ら
い
と
出

て
い
ま
す
。
た
だ
、
文
化
八
年
の
火
事
な
ど
が
あ
っ
て
、
変
わ
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

資
料
編
と
し
て
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、

そ
の
書
式
に
従
っ
た
の
が
資
料
５
で
す
。
皆
さ
ん
関
心
の
あ
る
旅

籠
屋
が
六
十
八
軒
と
あ
り
ま
す
。
大
が
ど
れ
だ
け
中
が
ど
れ
だ
け

小
が
ど
れ
だ
け
と
あ
り
ま
す
が
、学
会
で
も
な
ぜ
大
中
小
な
の
か
、

ま
だ
余
り
明
確
な
答
え
は
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
地
子

免
許
、
御
定
人
馬
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
東
海
道
は
百

人
百
疋
で
す
が
、
文
政
二
年
に
は
、
実
際
は
四
十
二．
七
疋
で
す
。

江
戸
時
代
は
馬
は
何
疋
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
コ
ン
マ
が

あ
る
の
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
人
か

で
一
頭
を
持
っ
た
り
、
一
人
が
二
頭
持
つ
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

人
足
は
百
人
の
と
こ
ろ
、
実
際
は
八
十
六
人
で
し
た
。
そ
の
理

由
は
、
百
姓
が
土
地
を
つ
ぶ
し
て
こ
れ
だ
け
減
っ
た
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
公
開
資
料
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
宿
と
い
え
ば
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
流
れ
ま
す
。
今
の
よ

う
に
携
帯
電
話
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
道
路
を
通
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
情
報
が
流
れ
ま
す
。
東
海
道
は
今
で
言
う
と
光
フ
ァ
イ
バ
ー

・
・
・
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の
よ
う
な
も
の
で
、
ト
ッ
プ
の
情
報
が
流
れ
ま
す
。
商
人
な
ら
ば
、

値
段
の
上
が
り
下
が
り
と
い
う
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
情
報
を
つ
か

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

資
料
６
は
、
国
定
忠
治
手
配
状
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
鳴
海
の

御
用
留
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は「
覚
」
と
書
い
て
あ
り
、「
上

州
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
で
聞
い
た
名
前
と

い
う
こ
と
で
、
調
べ
て
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
忠
次
郎
と
い
う

の
が
正
し
い
名
前
で
す
。
忠
治
の
治
と
い
う
字
が
違
い
ま
す
。
こ
れ

は
新
国
劇
の
芝
居
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
東
海
林
太
郎
が
直
立
不

動
で
名
月
赤
城
山
を
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
手
配
状
に
は
、「
年
三

十
七
、
八
、
中
丈
、
太
り
肉
、
平
顔
に
て
大
き
な
る
方
、
色
浅
黒
き

鼻
並
に
て
小
鼻
開
き
、
下
唇
出
お
り
候
方
、
月
代
濃
く
髪
多
く
イ

チ
ョ
ウ
結
び
」
と
、
余
り
い
い
こ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
芝
居
に

出
て
く
る
よ
う
な
島
田
正
吾
さ
ん
、
辰
巳
柳
太
郎
さ
ん
と
い
う
感

じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
珍
し
い
の
で
話
題
に
と
思
っ
た
も
の

で
、
特
に
資
料
編
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
情
報
が
い
ろ
い
ろ
流
れ
る
な
ど
、
結
構
犯
罪
が
多
か
っ

た
の
で
す
。
鳴
海
の
中
に
も
簡
単
な
牢
屋
が
あ
っ
て
、
追
放
者
と
い

う
文
書
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
し
た
。
西
へ
追
放
す
る
と
城
下
へ
行

っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
東
の
平
部
の
出
口
で
追
放
し
ま
す
。
犯
罪

関
係
の
資
料
は
、
こ
そ
泥
な
ど
結
構
い
ろ
い
ろ
な
資
料
も
出
て
き
ま

し
た
。

３
　
問
屋
場
と
宿
役
人

資
料
７
は
問
屋
場
と
宿
役
人
に
つ
い
て
で
す
が
、
ど
ん
な
宿
役

人
が
い
た
か
と
い
う
と
、
最
初
に
「
人
馬
継
問
屋
場
一
カ
所
花
井

町
」
と
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
「
外
に
一
カ
所
本
町
に
こ
れ
あ
り
候

と
こ
ろ
、
当
時
つ
ぶ
れ
に
相
な
り
候
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
今
、

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
と
こ
ろ
に
も
問
屋
場
が
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
こ
で
は
人
馬
を
継
立
て
る
の
で
す
が
、
問
屋
五
人
と
あ
り
、

問
屋
と
い
う
の
は
駅
長
さ
ん
で
、
駅
長
さ
ん
が
五
人
も
い
て
交
代
で

勤
務
し
て
い
ま
し
た
。

年
寄
と
い
う
、
駅
長
を
助
け
る
助
役
さ
ん
の
よ
う
な
人
が
二
人
、

ま
た
帳
面
を
つ
け
た
り
勘
定
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
手
配
す
る
帳
づ

け
と
物
書
き
が
二
人
ず
つ
い
ま
す
。
そ
し
て
馬
を
扱
う
馬
差（
ば
さ

し
）十
人
、
人
足
方
十
人
が
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
帳
づ
け
以
下
は

下
役
の
者
で
す
。
下
役
の
者
は
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
、
駅
長
さ
ん
や

助
役
さ
ん
に
は
ま
ず
な
れ
ま
せ
ん
。
年
寄
は
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に

な
る
と
大
抵
問
屋
に
な
っ
て
い
ま
す
。
帳
づ
け
、
物
書
き
と
い
う
人
た

ち
は
、
こ
れ
で
給
料
を
も
ら
っ
て
生
業
を
立
て
て
い
る
人
た
ち
で
す
。

こ
の
よ
う
に
問
屋
場
で
は
、
人
を
出
し
た
り
馬
を
出
し
た
り
あ
る
い

は
つ
け
ご
と
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

宿
村
で
す
か
ら
、
宿
で
あ
り
村
で
す
。
村
は
藩
の
管
轄
下
に
あ
り
、

宿
の
管
轄
は
幕
府
で
す
。
つ
ま
り
二
重
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
村
に
は
当
然
庄
屋
さ
ん
が
い
ま
す
が
、
ま
た
一
方
で
は
問
屋

さ
ん
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
か

と
い
う
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
下
郷
次
郎
八
が
総
年
寄
と
い
う
役
職
で

両
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

４
　
宿
継
の
実
態

宿
継
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
熱
田
宿
か

ら
鳴
海
宿
へ
荷
物
を
持
っ
て
き
た
ら
、
一
度
荷
物
を
全
部
降
ろ
し

ま
す
。
人
夫
も
替
わ
り
ま
す
。
替
わ
っ
て
そ
の
次
の
知
立
へ
行
く

の
で
す
。
五
十
三
次
み
ん
な
そ
の
よ
う
に
行
き
ま
す
。
特
殊
な
場

合
で
な
け
れ
ば
通
過
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

資
料
８
は
「
尾
州
御
用
物
宿
継
の
遅
刻
一
件
」
で
、
実
は
こ
れ
は

大
事
件
で
し
た
。
何
カ
月
も
熱
田
か
ら
品
川
ま
で
の
宿
が
大
騒
動

を
し
て
い
ま
す
。「
尾
州
様
月
並
お
荷
物
去
る
三
月
二
十
五
日
、
四

月
五
日
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
三
月
二
十
五
日
と
四
月
五
日

の
御
用
物
が
「
格
別
延
着
」
と
あ
り
ま
す
。
尾
張
の
も
の
だ
け
運

ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
尾
張
様
は
非
常
に
威
張
っ
て
い
ま

資料８　愛知郡鳴海町役場資料（名古屋市博物館所蔵）
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す
か
ら
、
特
に
か
ん
か
ん
に
怒
っ
て
、「
御
察
当
」
と
い
う
難
し
い

言
葉
で
す
が
、
お
と
が
め
が
あ
り
ま
し
た
。

一
度
そ
れ
を
よ
く
調
べ
て
出
せ
と
言
わ
れ
て
、
宿
場
同
士
い
ろ

い
ろ
何
カ
月
も
文
書
の
や
り
と
り
を
し
て
い
ま
す
。
熱
田
か
ら
新

居
の
十
一
宿
が
一
つ
の
組
合
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
十
一
宿

の
中
に
総
代
の
宿
が
あ
り
、
最
初
は
一
度
集
ま
っ
て
対
策
を
考
え

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
に

言
う
と
、
今
は
盆
前
で
勘
定
の
忙
し
い
時
だ
か
ら
行
け
な
い
と
言

い
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
、
熱
田
と
鳴
海
は
御
領
分
だ
か
ら
、
そ

ち
ら
か
ら
上
手
に
言
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
っ

た
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
回
の
件
は
非
常
に
重
要
で
公
辺
ま
で
行
っ

て
い
る
、
公
辺
と
い
う
の
は
幕
府
で
す
が
、
だ
か
ら
尾
張
藩
だ
け

で
は
何
と
も
な
ら
な
い
と
言
っ
て
お
ど
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
が
や
が
や
し
て
い
る
中
の
一
部
を
と
っ
た

資
料
で
す
。

運
ぶ
の
に
一
体
ど
れ
だ
け
の
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
刻
割
り
と
い
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
や
り
取
り
を
し
て
い
る

う
ち
に
、
ど
こ
か
の
宿
が
こ
の
刻
割
り
を
始
め
ま
す
。
そ
う
い
う

文
書
の
中
に
宿
継
が
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
お
か
げ
で
、
ど
う

い
う
宿
継
を
し
た
か
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
が
資

料
９
で
す
。
一
つ
目
の「
一
文
字
御
状
箱
」
は
一
文
字
宿
継
と
も
言

い
ま
す
。「
不
時
御
継
立
御
状
箱
」
と
い
う
の
が
二
つ
目
、
そ
し
て

「
右
同
断
十
文
字
」、
次
は
「
月
並
二
七
の
日
」、「
馬
附
御
用
物
」
と

い
う
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
上
り
下
り
と
し
て
あ
る
の
は
時

間
で
す
。
鳴
海
の
上
り
と
い
う
と
京
都
の
方
で
す
。
京
都
の
方
だ

か
ら
熱
田
宿
で
す
。
下
り
と
い
う
と
知
立
の
方
で
す
。

そ
の
時
間
が
今
の
何
時
何
分
で
は
な
く
、
言
い
方
が
違
っ
て
、

「
何
時
」
と
か
「
何
分
何
厘
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
こ
の
換
算

は
割
合
簡
単
で
、
一
分
と
い
う
の
は
十
二
分
で
す
。
そ
れ
で
計
算

し
て
み
る
と
わ
か
る
の
で
す
が
、
一
文
字
が
一
番
早
く
、
い
ろ
い

ろ
な
文
書
を
見
て
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
と
城
下
を
三
日
間

で
行
き
ま
す
。
そ
の
次
の
不
時
御
継
立
、
こ
れ
は
二
文
字
だ
と
か

二
人
持
ち
と
も
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
四
日
で
つ
な
ぎ
ま

す
。
そ
の
次
の
十
文
字
と
い
う
の
は
も
う
少
し
遅
く
て
五
日
、
次

の
月
並
と
い
う
の
は
六
日
、
そ
の
次
は
大
体
八
日
ぐ
ら
い
か
か
り

ま
す
。

私
は
永
年
学
校
の
教
師
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
見
て

驚
い
た
の
は
何
分
何
厘
何
毛
ま
で
計
算
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
何
毛
と
い
う
の
は
秒
の
単
位
で
す
。
結
構
こ
の
時
代
の
人
は

和
算
の
計
算
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
誰
で
も
高
校

へ
行
く
と
か
、
気
持
ち
が
あ
れ
ば
大
学
へ
行
く
と
い
う
時
代
で
は

な
く
、
大
体
寺
子
屋
で
学
ぶ
の
は
五
年
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。
そ

れ
だ
け
で
こ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
大
し
た
も
の

で
す
。

５
　
人
馬
の
継
立

次
の
資
料
10
は
、
天
保
十
四
年
の
十
二
代
斉
荘
の
通
行
で
、
唐

突
に
明
朝
陣
屋
へ
来
な
さ
い
と
呼
び
出
し
が
あ
っ
て
、
六
月
九
日

に
殿
様
が
発
駕
さ
れ
て
鳴
海
で
泊
ま
り
ま
す
と
い
う
命
令
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
発
の
三
日
前
に
品
川
宿
の
役
人
が
市

谷
に
出
向
く
と
、
出
発
は
延
期
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
正
式

な
情
報
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
中
間
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。
驚
い
て

発
し
た
知
ら
せ
が
資
料
11
で
す
。「
な
お
な
お
助
郷
方
も
農
業
繁

多
の
時
節
柄
、
少
し
も
早
く
御
順
達
な
ら
る
べ
く
候
」
と
書
い
て

あ
り
、
非
常
に
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
や
宿
同
士
の
連
帯
感
が
出

て
い
ま
す
。

資
料
12
に
は
、
藩
主
一
行
以
外
に
女
中
衆
を
四
十
二
人
、
男
も

四
十
七
人
連
れ
て
く
る
と
あ
り
ま
す
。
上
の
段
が
宿
泊
で
下
の
段

が
昼
休
み
を
す
る
宿
で
す
け
れ
ど
も
、
鳴
海
は
昼
休
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
鳴
海
に

泊
ま
っ
て
お
城
に
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

資
料
13
に
は
、
藩
主
一
行
は
千
四
百
五
人
の
人
足
を
継
立
て
、

百
五
十
五
疋
の
馬
を
継
立
て
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
ろ

に
細
か
く
書
い
て
あ
る
の
は
助
郷
村
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た

ち
も
知
っ
て
い
る
知
多
郡
、
愛
知
郡
の
助
郷
村
が
動
員
さ
れ
て
い

ま
す
。

６
　
宿
の
終
焉

資
料
14
は
慶
応
三
年
の
鳴
海
宿
の
高
札
で
す
が
、
物
価
が
ど
ん

ど
ん
上
が
っ
た
た
め
、
知
立
へ
は
一
駄
九
百
五
十
八
文
と
あ
り
ま

す
。
元
賃
銭
が
百
二
十
七
文
で
す
か
ら
、
九
百
五
十
八
文
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
言
い
方
で
六
倍
五
割
増
と
言
い
ま
す
が
、

物
価
が
七．
五
倍
に
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
鳴
海
の
人

た
ち
が
、
幕
末
の
大
恐
慌
に
立
た
さ
れ
る
の
で
す
。

資
料
15
に
「
窮
民
人
数
百
四
人
」
と
出
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

に
物
価
が
上
が
り
食
べ
て
い
け
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
宿
も
終

わ
り
江
戸
幕
府
も
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
文
書
を
見
て
い

る
と
ひ
し
ひ
し
と
時
代
の
推
移
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
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東
海
高
校
で
教
員
を
し
て
お
り
ま
す
西
形
と
申
し
ま
す
。

私
は
戦
争
が
終
わ
っ
て
十
年
ち
ょ
っ
と
た
っ
た
と
こ
ろ
で
生
ま
れ

ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
完
全
な
戦
後
世
代
で
す
。
占
領
軍
の
姿
を

一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
戦
後
世
代
が
占
領
期
を
扱
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

ま
た
、
本
職
は
高
校
の
教
員
で
す
か
ら
、
戦
後
史
研
究
の
専
門

家
と
い
う
わ
け
で
も
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
非
体
験
世
代

で
あ
る
が
ゆ
え
に
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
幸
い
、
近
・
現

代
史
の
場
合
で
す
と
、
直
接
そ
の
時
代
あ
る
い
は
そ
の
現
場
に
み

え
た
方
の
体
験
を
伺
う
チ
ャ
ン
ス
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
本
日
の

私
の
話
の
中
で
、
も
し
お
気
づ
き
の
点
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

後
ほ
ど
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
か
と
存
じ
ま
す
。

今
世
紀
に
入
り
ま
し
て
か
ら
、
占
領
史
の
研
究
は
格
段
の
進
展

を
見
せ
ま
し
た
。
中
央
レ
ベ
ル
で
の
研
究
か
ら
各
地
域
で
の
研
究

と
い
う
ふ
う
に
、地
域
レ
ベ
ル
に
研
究
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
地
域
で
の
占
領
改
革
の
分
析
か
ら
、
中
央
の

占
領
行
政
そ
の
も
の
を
逆
に
照
射
す
る
と
い
っ
た
試
み
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
市
史
で
も
や
は
り
名
古
屋
と
い
う
地
域
で

の
占
領
期
に
つ
い
て
の
解
明
を
、い
ろ
い
ろ
な
材
料
を
使
い
な
が
ら
、

今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
材
料
な
ど
も
発
掘
し
な
が
ら
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
の
所
存
で
す
。

Ⅰ
　
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
と
は

早
速
で
す
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
と
い
う
名
称
は
比
較
的

耳
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
そ
の
説
明
か

ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
と
は
。
占
領
下
に
お
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ

（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）に
よ
る
検
閲
に
よ
っ
て
収
集

さ
れ
た
文
献
を
、
検
閲
制
度
が
終
了
し
、
ま
た
占
領
軍
が
撤
退
す

る
際
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
勤
務
し
て
い
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
教
授
の

ゴ
ー
ド
ン
・
プ
ラ
ン
ゲ
が
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
帰
っ
て
、
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
大
学
に
保
管
し
ま
し
た
。
大
学
の
図
書
館
で
も
し
ば
ら
く
木
箱

に
詰
め
ら
れ
た
ま
ま
の
状
態
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
そ
の
資

料
的
価
値
が
見
直
さ
れ
、
一
九
七
八
年
に
大
学
で
も
き
ち
ん
と
貴

重
な
文
献
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
た

も
の
で
す
。

検
閲
が
始
ま
り
ま
し
た
の
が
一
九
四
五
年
、
第
二
次
大
戦
が
終

わ
っ
た
翌
月
の
九
月
か
ら
で
す
。
検
閲
が
終
了
し
ま
し
た
の
が
一

九
四
九
年
一
〇
月
末
に
な
り
ま
す
の
で
、
検
閲
が
行
な
わ
れ
た
期

間
は
お
よ
そ
四
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
各
地
で
発

行
さ
れ
た
新
聞
、
雑
誌
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
類
、
さ
ら

に
書
籍
に
至
る
ま
で
膨
大
な
点
数
が
そ
こ
に
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

新
聞
で
す
と
、
一
万
八
〇
四
七
タ
イ
ト
ル
、
雑
誌
は
一
万
三
七
九

九
タ
イ
ト
ル
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
と
い
う
言
い
方
が
ち
ょ
っ
と
聞
き
な

れ
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
雑
誌
で
す
と
、
途
中

で
雑
誌
の
名
前
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

の
よ
う
な
呼
び
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
ポ
ス
タ
ー

や
地
図
の
類
ま
で
も
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
愛
知
県
関
係
の
雑
誌

に
つ
き
ま
し
て
は
、
愛
知
県
図
書
館
で
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の

形
で
収
蔵
し
て
お
り
ま
し
て
、
一
般
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅱ
　
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て

こ
の
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
は
、
検
閲
制
度
の
副
産
物
と
い
う
性
格
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
検
閲
を
行
な
っ
た
機
関
で
あ
る
Ｃ

Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
、
民
間
検
閲
支

隊
と
い
う
訳
語
が
定
着
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
関
係

者
に
お
伺
い
し
て
み
ま
す
と
、
民
間
検
閲
局
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
民
間
諜
報
局
と
い
う
機
関
に
所
属
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
を
検
閲
局
と
訳
す
と
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
も
そ

の
上
部
機
関
で
あ
る
Ｃ
Ｉ
Ｓ
も
と
も
に
「
局
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
組
織
上
の
上
下
関
係
が
分
か
り
に
く
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
民
間
検
閲
支
隊
と
い
う
訳
語
を
採
用
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
占
領
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
間
接
統
治
が
原
則
で
あ
り

ま
し
た
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
関
し
て
は
、
軍
の
直
接
統
治
と
い
う
形
を

と
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
戦
争
末

期
、
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
陸
軍
が
ど
ん
ど
ん
と
日
本
軍
を
太
平
洋

上
で
追
い
詰
め
て
い
っ
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
本
土
の
占
領
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
検
閲
業
務
も
ア
メ
リ
カ
の
太
平

洋
陸
軍
の
作
戦
の
一
環
と
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ

が
発
足
し
た
の
は
一
九
四
四
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
レ
イ
テ
島
に
お
い

て
で
あ
り
、
敵
か
ら
有
効
な
情
報
を
収
集
す
る
任
務
を
担
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
陸
軍
が
つ
い
に
日
本
本
土
に
到

資
料
編
「
現
代
」
か
ら

プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
に
つ
い
て

「
現
代
」
調
査
員
　
西
　
形
　
久
　
司

（
東
海
高
等
学
校
教
諭
）
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達
し
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
も
一
緒
に
日
本
に
移
動
し
て
き
ま
し
た
。
東
京
、

大
阪
、
福
岡
、
や
や
遅
れ
て
札
幌
と
い
う
よ
う
に
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
組
織

が
配
置
さ
れ
、
名
古
屋
の
場
合
は
大
阪
の
支
局
と
い
う
形
を
と
っ

て
、
主
に
郵
便
物
の
検
閲
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
般
的
に
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
の
よ
う
な
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
と
個
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
あ
り
ま
す
が
、
名

古
屋
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
も
っ
ぱ
ら
パ
ー
ソ
ナ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
検
閲
を
行
っ

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は

占
領
軍
の
機
関
の
一
部
で
す
か
ら
、
そ
の
や
り
方
も
か
な
り
強
制

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
、
直
接
新
聞
社
や
出
版
社
か
ら
二
部
校
正

刷
り
を
提
出
さ
せ
て
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
処
分

を
行
な
い
ま
す
。
時
に
は
記
事
の
削
除
に
と
ど
ま
ら
ず
発
行
禁
止

と
い
う
措
置
を
命
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

Ⅲ
　
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
が
提
示
す
る
問
題

次
に
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
が
提
示
す
る
二
つ
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま

す
。
ま
ず
一
つ
は
、
占
領
期
の
民
主
化
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か

と
い
う
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
の
一
つ
が
、
こ
の
プ
ラ
ン
ゲ
文

庫
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す

る
に
、
民
主
化
と
言
い
な
が
ら
検
閲
そ
の
も
の
は
民
主
主
義
に
反

す
る
行
為
で
す
。
特
に
私
信
の
検
閲
と
な
り
ま
す
と
、
他
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
暴
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
民
主
化
の
名
の
も

と
で
行
わ
れ
た
検
閲
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
は
、
検
閲
制
度
そ
の
も
の
を
研

究
対
象
と
す
る
場
合
の
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
実
は
、
占
領
史
の
研
究
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
進
ん
だ
分
野
が
、

こ
の
検
閲
制
度
あ
る
い
は
そ
の
実
態
の
研
究
で
す
。

そ
れ
か
ら
二
つ
目
で
す
け
れ
ど
も
、
占
領
を
受
け
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
敗
戦
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
と
い
う
問
題
提
起
で
す
。
当
時
の
敗
戦
と
い
う
の
は
、

敗
残
の
悲
し
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
解
放
の
喜
び
で
も
あ

り
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
戦
後
占
領
期
の
文
化
、
世
相
、

民
衆
意
識
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
の
資
料
と
し
て
も
、
プ
ラ
ン

ゲ
文
庫
は
有
効
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
東
京
一
極
集
中
に
近
か
っ
た
出
版
事
業
が
、

ち
ょ
う
ど
戦
災
で
人
口
が
地
方
に
流
れ
出
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、

地
方
都
市
で
も
開
花
し
、
ま
さ
に
百
花
繚
乱
と
い
う
状
況
に
な
っ

て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
実
態
を
、
プ
ラ
ン
ゲ
文

庫
を
通
じ
て
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
は
、
そ
の
よ
う
な
占
領
期
の
独
特
の
空
気
を

こ
ん
に
ち
の
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
あ
る
意
味
、
占
領
期

の
空
気
を
封
じ
込
め
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
を
素
材
に
し
て
研
究
す
る
場
合
、

二
つ
の
切
り
口
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
検
閲
に
つ
い
て
の
実
態
解

明
、
二
つ
目
は
、
占
領
下
の
百
花
繚
乱
と
も
言
う
べ
き
戦
後
文
化

の
俯
瞰
。
今
日
の
私
の
報
告
は
、
こ
の
う
ち
の
検
閲
に
重
き
を
置

い
た
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅳ
　
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
可
能
性
と
限
界
性

次
に
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
可
能
性
と
限
界
性
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
持
つ
可
能
性
の
一
つ

は
、
失
わ
れ
た
文
化
と
の
再
会
と
い
う
面
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
当
時
は
国
内
の
図
書
館
で
の
収
蔵
体
制
が
全
く
不

十
分
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
期
に
出
さ
れ
た
出
版
物
で
す

の
で
、
今
日
国
内
で
は
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
新
聞
と
か
雑
誌
な
ど
を
、
私
た
ち
は
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫

を
通
じ
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ン

ゲ
文
庫
所
蔵
の
愛
知
県
関
係
分
の
幾
つ
か
を
、
愛
知
県
内
の
図
書

館
や
国
会
図
書
館
で
検
索
し
て
み
ま
し
て
も
ほ
と
ん
ど
引
っ
か
か

っ
て
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
日
本
中
ど
こ
の
図
書
館
も

所
蔵
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
中
か
ら
出

て
く
る
と
い
う
点
で
利
用
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
た
も
の
は
、
大
手
の
メ
デ
ィ
ア
の

も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
占
領
軍
の
方
針
は
、

多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
も
の
は
す
べ
て
出
せ
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
学
校
新
聞
と
か
ひ
ょ
っ
と
し

て
学
級
通
信
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で
、
ガ

リ
版
刷
り
の
子
ど
も
の
た
ど
た
ど
し
い
字
で
書
い
た
も
の
ま
で
が

プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
中
か
ら
出
て
き
ま
す
。
当
時
は
粗
悪
な
紙
を
使

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
か
な
り
劣
化
が
進
ん
で
い
て
ガ
リ
版
の
イ

ン
ク
も
に
じ
ん
で
し
ま
っ
て
、
読
め
る
か
ど
う
か
ぎ
り
ぎ
り
の
状

態
の
も
の
も
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
作
家
の
作
品
が
、
雑
誌
の
校
正
刷
り
の
段
階
で
削
除
さ
れ

た
場
合
、例
え
ば
そ
の
作
家
の
文
学
全
集
が
編
ま
れ
る
と
き
に
は
、

当
然
削
除
後
の
も
の
し
か
収
録
さ
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
も
と
も

と
そ
こ
に
何
が
書
か
れ
て
い
た
か
、
削
除
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

従
来
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
で
調
べ
て

み
る
と
判
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味

で
も
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
は
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
発
見
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
宝
の
山
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
も
万
能
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
末
の
段
階
で
検
閲
が
終
了
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
以
後
の
刊
行
物
は
全
く
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
大
き
な
弱
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
占
領
期
の
す
べ
て

の
刊
行
物
を
網
羅
的
に
収
蔵
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
未
収
蔵
の
刊
行
物
も
あ
る
こ
と
が
今
日
分
か
っ
て

き
て
お
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
一
つ
の
タ
イ
ト
ル
の
新
聞
・
雑
誌
の
す

べ
て
の
号
が
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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そ
れ
か
ら
、
新
聞
と
雑
誌
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
会
図
書
館
の
努

力
で
日
本
で
も
閲
覧
可
能
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
七
万
冊
を

越
え
る
書
籍
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
の
取
り
組
み
と
し
て
は
未
着

手
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
限
界
性
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
実
際
に
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
を
閲
覧
す
る
場
合
に
痛

感
す
る
こ
と
で
す
が
、
判
読
困
難
な
も
の
も
多
い
た
め
、
眼
へ
の

負
担
も
ば
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま

す
。

Ⅴ
　
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
と
名
古
屋
市
・
愛
知
県

さ
て
、新
聞
で
す
と
愛
知
県
は
全
国
の
中
で
第
五
位
の
所
蔵
数
、

さ
ら
に
雑
誌
に
つ
い
て
は
第
七
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
先
ほ

ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
雑
誌
に
つ
き
ま
し
て
は
、
愛
知
県
図
書
館

で
す
べ
て
収
録
し
て
お
り
ま
す
の
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
、
今
後
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
名
古
屋
市
史
の
資
料
編

の
中
で
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
を
ど
の
よ
う
に
収
録
す
る
か
と
い
う
大
き

な
課
題
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
行
す
る
自
治
体
史
の

中
で
は
、
山
口
県
史
が
千
ペ
ー
ジ
の
資
料
編
一
冊
を
ま
る
ま
る
プ

ラ
ン
ゲ
文
庫
に
あ
て
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
二
色
刷
り
に
な
っ
て

い
ま
し
て
、
赤
い
イ
ン
ク
で
削
除
さ
れ
た
部
分
あ
る
い
は
コ
メ
ン

ト
さ
れ
た
部
分
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
山

口
県
民
が
享
受
し
た
文
化
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
検
閲
が
な
さ
れ
た

の
か
、
ど
の
部
分
に
占
領
軍
は
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
た
の
か
、
両
方
と

も
わ
か
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
名

古
屋
市
史
で
は
そ
こ
ま
で
の
余
裕
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今

後
の
工
夫
が
必
要
な
と
こ
ろ
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅵ
　
検
閲
の
実
際

検
閲
の
具
体
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
愛
知
県
内
で
発
行
さ
れ

た
あ
る
狂
俳
の
雑
誌
に
黒
々
と
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
文
句
が
削
除
さ
れ
た
か
と
見
て
み
ま
す
と
、「
惜

し
い
奉
安
殿
毀
つ
」、
つ
ま
り
奉
安
殿
へ
の
愛
惜
の
情
を
語
っ
た
部

分
が
削
ら
れ
て
い
ま
す
。
検
閲
官
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
シ
ー
ト
も
収
録

さ
れ
て
い
て
、
天
皇
の
神
聖
さ
に
対
す
る
懐
古
の
念
が
違
反
に
相

当
す
る
と
の
理
由
が
メ
モ
書
き
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
雑
誌
の
別

の
号
を
見
て
み
る
と
、
途
中
の
ペ
ー
ジ
で
急
に
活
字
が
大
き
く
な

っ
て
い
ま
す
。
削
除
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
の
活
字
を
大
き
く
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、

Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
検
閲
の
や
り
方
は
、
検
閲
の
痕
跡
を
い
っ
さ
い
残
さ
な

い
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
点
、
同
じ
検
閲
で
も
、

戦
前
の
日
本
の
内
務
省
の
、
伏
せ
字
に
し
て
痕
跡
を
残
し
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
国
民
を
威
圧
す
る
と
い
う
や
り
方
と
は
異
な
っ
て
い

ま
し
た
。

検
閲
の
や
り
方
も
、
事
前
検
閲
で
あ
っ
た
も
の
が
、
途
中
か
ら

事
後
検
閲
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
事
前
検
閲
と
事
後
検
閲
で
は
、

ど
こ
が
ど
う
違
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
事
後
検
閲
の
場
合
は
、
い
っ

た
ん
市
場
に
出
回
っ
た
も
の
を
自
分
た
ち
の
力
で
回
収
し
な
い
と

い
け
な
い
わ
け
で
す
。
出
版
で
き
な
い
と
い
う
ダ
メ
ー
ジ
に
、
す

で
に
出
版
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
回
収
す
る
と
い
う
負
担
が
重
な

り
ま
す
の
で
、
事
後
検
閲
の
方
が
出
版
社
側
に
と
っ
て
は
経
済
的

に
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
か
と
い
う
と
、
出
版
す
る
側
が
予
防
的
に
、
こ
の
記
事
は

削
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
無
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
自
主
規
制

を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
は
、
検
閲
基
準
が
何
で
あ
る
か
一
切
秘
匿

し
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
何
を
ど
の
よ
う
に
書
く
と
検
閲

に
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
の
か
が
一
切
分
か
ら
な
い
の
で
、
出
版
す

る
側
も
自
分
た
ち
で
規
制
ラ
イ
ン
を
決
め
て
判
断
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
興
味
深
い
事
例
も
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、

こ
れ
は
東
京
の
ケ
ー
ス
で
す
け
れ
ど
も
、
作
家
の
横
光
利
一
の
最

晩
年
の
作
品
「
微
笑
」
が
「
人
間
」
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
実
は
、
校
正
刷
り
の
次
の
段
階
で
、
当
の
本
人
の
横
光
利
一

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
編
集
者
が
自
分
勝
手
に

作
品
の
問
題
に
な
り
そ
う
な
箇
所
を
削
っ
て
し
ま
っ
て
載
せ
た
。

そ
れ
で
検
閲
を
パ
ス
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
事
前
予
防
的
な
形
で
メ
デ
ィ
ア
自
身
が
検
閲
制
度
や

検
閲
の
基
準
を
自
主
的
に
内
面
化
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
と

こ
ろ
に
大
き
な
問
題
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

Ⅶ
　
パ
ー
ソ
ナ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
検
閲

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
信
な
ど
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
対

す
る
検
閲
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
熊
本
の
ケ
ー
ス
で
す
け
れ
ど
も
、
甲
斐
弦
さ
ん
と
い
う

自
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
郵
便
物
の
開
封
に
当
た
っ
て
い
た
検
閲
官
が
、
自

分
の
妻
に
宛
て
て
出
し
た
手
紙
が
、
な
ん
と
別
の
検
閲
官
に
よ
る

検
閲
を
受
け
、
開
封
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
皮
肉
な
事
例

が
あ
り
ま
し
た
。
検
閲
さ
れ
た
書
簡
は
封
筒
の
下
部
に
セ
ロ
テ
ー

プ
が
貼
ら
れ
ま
す
。
検
閲
官
は
封
筒
の
下
の
部
分
を
切
っ
て
中
の

手
紙
を
取
り
出
し
て
読
み
、
問
題
が
あ
る
と
思
う
な
ら
ば
上
司
に

上
げ
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ま
た
も
と
に
戻
し
て
、
こ
の
よ
う

に
セ
ロ
テ
ー
プ
を
貼
り
ま
し
た
。
さ
す
が
に
Ｃ
Ｃ
Ｄ
も
こ
れ
ば
か

り
は
検
閲
の
痕
跡
を
消
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ち

な
み
に
現
在
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
巻
き
型
の
セ
ロ
テ
ー
プ
が

日
本
で
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
こ
れ
が

も
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
存
在
も
何
ら
か
の
形
で
名
古
屋
市
史
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
今
後
に
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー
の
青
山
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

私
に
与
え
ら
れ
た
題
は
、
戦
後
の
組
合
の
土
地
区
画
整
理
事
業

と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
テ
ー
マ
を
特
に
昭
和
二
十

年
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
ま
し
て
、
土
地
区
画
整
理
が
ど
う
動
い

て
き
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
十
年
か
ら
三
十
年
ま
で
の
間
の
大
き
な
経
過
と
し
ま
し
て

は
、
戦
前
に
お
い
て
も
土
地
区
画
整
理
は
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
戦
後
に
な
っ
て
ど
う
収
束
し
て
い
っ
た
か
が
一

つ
目
の
説
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
土
地
区

画
整
理
法
が
昭
和
二
十
九
年
に
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
土
地

区
画
整
理
法
に
よ
っ
て
、
三
十
年
代
に
土
地
区
画
整
理
が
ど
の
よ

う
に
新
し
い
萌
芽
を
見
せ
た
の
か
の
流
れ
。
そ
の
二
つ
に
つ
い
て

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

戦
前
の
土
地
区
画
整
理
は
、
土
地
区
画
整
理
法
が
な
か
っ
た
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
を
土
地
区
画
整
理
と
呼
ん
で
や

っ
て
き
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
つ
は
耕
地
整
理
。
い
わ
ゆ
る
農

道
等
を
整
備
す
る
の
と
同
じ
方
法
で
、
道
路
等
を
整
備
し
た
耕
地

整
理
が
ご
ざ
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
大
正
九
年
に
旧
法
の
都
市
計
画
法
が
で
き
ま
す

が
、
そ
の
と
き
に
都
市
計
画
区
域
の
中
の
土
地
に
つ
い
て
、
道
路

な
ど
の
整
備
と
と
も
に
、
宅
地
の
利
用
増
進
を
図
る
目
的
を
持
っ

て
土
地
区
画
整
理
で
事
業
を
施
行
し
得
る
こ
と
が
都
市
計
画
法
に

盛
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
土
地
区
画
整
理
法
は
ま
だ
な
い
で
す

か
ら
、
そ
の
や
り
方
と
し
ま
し
て
耕
地
整
理
法
を
準
用
す
る
形
を

と
り
ま
す
。
私
た
ち
は
旧
法
の
土
地
区
画
整
理
と
呼
ん
で
お
り
ま

す
が
、
そ
の
二
つ
で
戦
前
ま
で
事
業
が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

庄
内
川
、
天
白
川
で
囲
ま
れ
た
区
域
が
戦
前
の
お
お
よ
そ
の
名

古
屋
市
域
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
約
一
六
四
平
方
キ

ロ
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
耕
地
整
理
あ
る
い
は
旧
法
の
土
地

区
画
整
理
で
行
わ
れ
た
の
が
、
面
積
に
し
ま
し
て
約
九
〇
平
方
キ

ロ
ご
ざ
い
ま
す
。
約
五
五
％
の
市
域
が
戦
前
か
ら
土
地
区
画
整
理

が
行
わ
れ
て
き
た
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
を
耕
地
整
理
組
合
と
旧
法
の
土
地
区
画
整
理
組
合
に
分
け

て
考
え
ま
す
と
、
耕
地
整
理
組
合
が
三
十
三
組
合
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
戦
前
に
二
十
一
組
合
が
事
業
を
完
了
し
ま
し
て
、
組
合

を
解
散
し
て
お
り
ま
す
の
で
残
り
の
十
二
組
合
、つ
ま
り
三
分
の
一

ぐ
ら
い
が
戦
後
に
事
業
を
引
き
継
い
だ
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
旧
法
の
土
地
区
画
整
理
組
合
は
九
十
九

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一
地
区
だ
け
が
戦
後
に
設
立
し
て
お

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
残
り
の
九
十
八
組
合
は
戦
前
に
設
立
を
し
て

お
り
ま
す
。
そ
の
内
、
戦
前
に
解
散
し
た
の
が
二
十
四
組
合
ご
ざ

い
ま
し
て
、
残
り
七
十
五
組
合
が
戦
後
へ
事
業
が
引
き
継
が
れ
ま

し
た
。
組
合
数
及
び
面
積
の
ほ
ぼ
四
分
の
三
が
戦
後
に
引
き
継
が

れ
た
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
戦
後
を
迎
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
す

ぐ
土
地
区
画
整
理
が
動
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
後
に
お
い
て
は

戦
災
復
興
の
事
業
に
大
わ
ら
わ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
組
合
の

土
地
区
画
整
理
は
な
か
な
か
動
き
に
く
か
っ
た
状
況
が
、
戦
後
し

ば
ら
く
の
間
続
い
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

実
際
に
土
地
区
画
整
理
に
と
っ
て
、
戦
後
を
迎
え
た
中
で
か
な

り
大
変
な
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
土
地
の
値
段
で
す
け
れ

ど
も
、
あ
る
組
合
の
事
業
変
更
を
見
ま
す
と
、
戦
前
と
戦
後
で
大

体
路
線
価
で
三
十
倍
と
か
四
十
倍
く
ら
い
額
が
上
が
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
か
な
り
事
業
計
画
も
変
更
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
土
地
区
画
整
理
が
で
き
な
い
ま
だ
未

施
行
の
地
域
に
つ
い
て
、
農
地
解
放
が
始
ま
っ
て
小
作
に
払
い
下
げ

を
し
た
地
域
に
つ
い
て
、
土
地
区
画
整
理
か
ら
除
外
し
た
と
い
う

こ
と
が
各
組
合
の
中
で
は
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
昭
和
二
十
四
年
に
土
地
改
良
法
及
び
そ

の
施
行
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
施
行
法
第
一
条
で
、
耕
地
整

理
法
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
戦
前
か
ら
や
っ
て
い
ま
し
た
耕
地
整
理

に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
法
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
第
二
条

で
、
現
在
行
っ
て
い
る
耕
地
整
理
に
つ
い
て
の
取
扱
い
に
触
れ
、
法

律
施
行
後
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
応
継

続
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
施
行

の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
は
、
現
存
す
る
も
の
は
そ
の
と

き
に
解
散
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
年
間
の
猶
予
を
持
っ
て
事
業

を
収
束
す
る
こ
と
が
土
地
改
良
施
行
法
で
定
め
ら
れ
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
十
二
の
組
合
が
耕
地
整
理
事
業
で
残
っ
て

い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
三
年
以
内
に
は
解
散
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
事
業
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ

資
料
編
「
現
代
」
か
ら

戦
後
の
組
合
施
行
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業

「
現
代
」
調
査
員
　
青
　
山
　
　
　
嵩

（
名
古
屋
都
市
セ
ン
タ
ー
職
員
）
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け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
旧
法
の
土
地
区
画
整
理
、
こ
れ
も
耕
地
整
理
法
に

準
じ
て
行
っ
て
い
た
事
業
で
す
け
れ
ど
も
、
耕
地
整
理
法
が
廃
止

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
立
脚
す
る
根
拠
が
な
く
な
り
ま
し
て
、
変

則
な
形
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
何
と
か
早
く
土
地
区
画
整
理
法
を
制

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
動
き
の
要
因
に
も
な
っ
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
が
、
昭
和
二
十
九
年
に
土
地
区
画
整
理
法
が
成
立

し
ま
す
。
そ
の
時
、
同
時
に
施
行
法
も
成
立
し
ま
し
て
、
旧
法
の

土
地
区
画
整
理
に
対
す
る
処
置
が
盛
り
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、

新
法
の
施
行
後
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
が
、
法
律
が
施

行
し
て
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
に
事
業
が
存
す
る

場
合
は
そ
の
日
に
お
い
て
解
散
す
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
ま
す
。

二
十
九
年
で
す
か
ら
、
三
十
四
年
ま
で
猶
予
を
持
っ
て
事
業
を
収

束
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
そ
れ
が

で
き
な
い
場
合
、
旧
組
合
は
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
以
内
に
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
、
新
法
の
土
地
区
画
整
理
組
合

に
な
る
こ
と
も
で
き
る
道
も
開
か
れ
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
規
定
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
組
合
と
い
う
の
は
、

名
古
屋
市
の
中
で
は
、
八
事
南
部
組
合
が
こ
れ
を
適
用
し
新
た
な

組
合
と
し
て
継
続
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
は
事
業
を
収

束
す
る
方
向
へ
向
か
っ
た
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
二
十
九
年
に
新
し
い
土
地
区
画
整
理
法
が
で
き
ま

し
て
、
そ
れ
に
伴
う
事
業
が
ど
う
立
ち
上
が
っ
て
き
た
か
と
い
う

話
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昭
和
二
十
年
か
ら
四
十
年
ま
で
、
戦
後
も
盛
ん
に
名
古
屋
市
で

土
地
区
画
整
理
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
背
景
を
少
し
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
取
り
上
げ
ま
す
の
は
、
昭
和
三
十
年

代
に
、
市
域
面
積
が
大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
名

古
屋
市
の
市
域
面
積
は
、
昭
和
二
十
年
初
め
に
は
一
六
四
平
方
キ

ロ
で
し
た
が
昭
和
四
十
年
ま
で
に
大
体
三
二
四
平
方
キ
ロ
、
現
在

大
体
三
二
六
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
現
在
の
市
域
面
積
に
近
い

状
況
ま
で
に
到
達
し
て
お
り
ま
す
。
昭
和
三
十
年
代
前
半
で
猪
高
、

天
白
、
楠
、
山
田
、
富
田
、
南
陽
が
合
併
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

後
半
の
三
十
八
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
ま
し
て
、
守
山
、
鳴
海
、

あ
る
い
は
有
松
、
大
高
が
名
古
屋
市
に
合
併
を
し
て
い
ま
す
。
名

古
屋
市
も
旧
法
の
土
地
区
画
整
理
で
は
既
成
市
街
地
を
中
心
に
事

業
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
新
し
い
市
街
地
が
合
併
し
た

こ
と
で
、
土
地
区
画
整
理
は
、
新
市
街
地
に
広
が
り
を
見
せ
ま
す
。

も
う
一
つ
土
地
区
画
整
理
を
活
発
に
し
た
要
因
を
考
え
ま
す

と
、
戦
後
の
世
帯
数
の
大
幅
な
増
加
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
土
地
区
画
整
理
と
い
う
の
は
、
御
存
じ
の
よ
う
に
宅

地
供
給
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
宅
地
需
要
が
な
い

と
土
地
区
画
整
理
は
活
発
に
な
り
ま
せ
ん
。
戦
後
の
名
古
屋
市
の

世
帯
数
の
推
移
を
見
ま
す
と
昭
和
二
十
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
ま

し
て
、
大
体
二
十
年
が
十
五
万
三
千
世
帯
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ

れ
が
昭
和
四
十
年
に
な
り
ま
す
と
四
十
九
万
五
千
世
帯
で
、
約

三
・
二
倍
に
伸
び
て
お
り
ま
す
。
か
な
り
大
き
な
宅
地
需
要
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

市
域
の
拡
大
、
世
帯
数
の
増
加
を
外
的
な
要
因
と
し
ま
す
と
、

も
う
一
つ
土
地
区
画
整
理
を
促
進
す
る
直
接
的
な
要
因
と
し
て
、

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
土
地
区
画
整
理
は
三
十
一
年
ま
で
は
事
業

の
許
認
可
権
が
県
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、

政
令
指
定
都
市
の
長
が
許
認
可
権
を
持
つ
形
に
変
わ
り
ま
し
た
。

名
古
屋
市
に
許
認
可
権
が
移
っ
た
こ
と
が
、
も
う
一
つ
土
地
区
画

整
理
事
業
を
活
発
に
し
た
背
景
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
際

に
は
昭
和
三
十
一
年
に
、
当
時
名
古
屋
市
の
建
設
局
の
中
に
区
画

整
理
係
が
誕
生
し
て
お
り
ま
す
し
、
昭
和
三
十
三
年
に
は
計
画
局

の
中
に
区
画
整
理
課
と
い
う
組
織
が
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う

い
う
形
で
、
市
の
中
に
指
導
体
制
も
し
っ
か
り
で
き
て
き
た
と
い

う
の
が
、
活
発
に
し
て
き
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

昭
和
二
十
九
年
に
成
立
し
た
土
地
区
画
整
理
法
に
は
こ
れ
か
ら

個
人
あ
る
い
は
組
合
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
ま
た
は
設
立
し
た

組
合
は
、
都
道
府
県
あ
る
い
は
市
町
村
に
対
し
て
技
術
援
助
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
土
地
区
画
整
理
法
の
第
七
十
五
条

の
技
術
援
助
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
を
受
け

て
、
測
量
費
あ
る
い
は
権
利
調
査
費
、
設
計
費
と
い
う
お
金
を
市

が
予
算
を
組
ん
で
、
技
術
援
助
を
す
る
形
の
道
が
開
か
れ
て
き
ま

す
。特

に
名
古
屋
市
で
目
覚
し
い
市
街
地
の
発
展
が
見
ら
れ
た
東
部

方
面
で
土
地
区
画
整
理
が
活
発
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
猪
高
西

山
土
地
区
画
整
理
事
業
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
組

合
の
土
地
区
画
整
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
三
十
年
に
日
本
住

宅
公
団
法
が
で
き
ま
し
て
、
公
団
が
土
地
区
画
整
理
を
施
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
が
で
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
名
古
屋
市
で
は
直
接
公
団
が
施
行
を
行
わ
ず
、
市
に
要
請

を
し
ま
し
て
名
古
屋
市
長
施
行
と
し
て
事
業
を
行
な
い
、
そ
れ
に

公
団
が
協
力
す
る
と
い
う
形
を
取
り
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
が
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
東
部
の
組
合
施
行
の

土
地
区
画
整
理
が
活
発
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
土
地
区
画
整
理
を
や
る
背
景
が
次
第
に
そ
ろ

っ
て
い
く
訳
で
す
。

ま
た
、
昭
和
三
十
八
年
に
は
貸
付
金
制
度
が
生
ま
れ
ま
す
。
ご

存
知
の
よ
う
に
土
地
区
画
整
理
は
、
保
留
地
を
処
分
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
事
業
費
を
回
収
す
る
仕
組
み
で
す
の
で
、
最
初
の

準
備
あ
る
い
は
事
業
に
入
っ
た
段
階
で
、
資
金
は
借
入
資
金
で
や

る
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
然
、
金
融

機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
と
利
子
が
つ
き
ま
す
。
そ
の
負
担
が
大
き

い
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
何
と
か
無
利
子
貸
付
制
度
が
で
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き
な
い
か
と
い
ろ
い
ろ
運
動
し
た
結
果
、
昭
和
三
十
八
年
に
土
地

区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
利
子
貸
付
の

道
が
開
か
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
新
た
に
相
当
規
模
の
住
宅
を
つ
く

る
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
都
市
計
画
の
道
路
な
ど
を
含
む
場
合
と

か
、
い
ろ
い
ろ
条
件
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
満
た
せ
ば

無
利
子
貸
付
制
度
の
道
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
三
十
一
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
の
名
古
屋
市
が
土
地
区
画

整
理
に
行
っ
た
助
成
等
の
実
績
を
整
理
し
ま
す
と
、
技
術
援
助
の

実
績
と
し
ま
し
て
は
ト
ー
タ
ル
で
七
十
二
組
合
。
重
複
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
組
合
数
と
し
て
は
も
う
少
し
少
な
い

と
思
い
ま
す
。
金
額
と
し
て
は
ト
ー
タ
ル
で
七
千
七
百
万
円
ぐ
ら

い
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
金
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
い
ず

れ
に
し
て
も
測
量
費
あ
る
い
は
権
利
調
査
費
、
あ
る
い
は
設
計
費

が
技
術
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
と

三
十
八
年
に
で
き
ま
し
た
組
合
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
金
の
実
績

が
三
十
八
年
か
ら
ト
ー
タ
ル
で
二
十
六
、
こ
の
無
利
子
貸
付
制
度

を
使
っ
て
組
合
が
で
き
る
形
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
背
景
が
あ
り
ま
し
て
、
土
地
区
画
整
理
が
実
際
ど
う

立
ち
上
が
っ
て
き
た
か
を
最
後
に
説
明
い
た
し
ま
す
。
三
十
二
年

か
ら
三
十
九
年
の
中
で
大
体
四
十
七
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
の
三
十
二

、
三
十
三
、
三
十
四
年
ぐ
ら
い
は
一
組
合
か

二
組
合
ぐ
ら
い
し
か
設
立
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
三
十
五
年
が
十

二
組
合
、
三
十
六
年
が
四
組
合
、
三
十
七
年
が
十
一
組
合
、
大
体

二
桁
の
数
字
の
組
合
が
設
立
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

も
う
少
し
細
か
く
土
地
区
画
整
理
を
見
ま
す
と
、
新
法
に
よ
る

土
地
区
画
整
理
の
第
一
号
は
、
高
杉
区
画
整
理
組
合
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
烏
森
、
稲
葉
地
西
部
、
あ
る
い
は
岩
塚
と
い
う
西

部
の
と
こ
ろ
で
新
法
の
土
地
区
画
整
理
を
使
っ
た
事
業
が
立
ち
上

が
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
規
模
は
小
さ
く
て
、

市
街
地
の
中
で
の
事
業
で
す
。

昭
和
三
十
年
代
に
な
っ
て
市
域
が
合
併
し
た
と
申
し
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
合
併
し
た
区
域
で
最
初
に
土
地
区
画
整
理
が
生
ま
れ
て

く
る
の
が
西
区
の
山
田
町
の
地
域
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
二

期
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
名
古
屋
駅
か
ら
か
な
り
近
い

四
キ
ロ
か
ら
五
キ
ロ
ぐ
ら
い
、
庄
内
川
を
挟
ん
で
い
る
と
い
う
不

利
な
条
件
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
名
鉄
が
通
っ
て
い
る
と
か
、

二
十
二
号
線
の
バ
イ
パ
ス
が
通
っ
て
い
る
と
か
、
交
通
面
で
も
か
な

り
便
利
な
地
域
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

農
地
で
平
坦
な
地
形
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
比
較
的
土
地
区
画
整

理
が
な
じ
み
や
す
か
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
昭
和
三
十
五
年
に
大
野
木
あ

る
い
は
上
小
田
井
を
皮
切
り
と
し
ま
し
て
、
そ
の
後
、
比
良
と
か

中
小
田
井
、
中
小
田
井
第
二
と
か
な
り
活
発
に
土
地
区
画
整
理
が

立
ち
上
が
っ
て
き
ま
す
。
一
方
名
古
屋
東
部
方
面
、
こ
れ
は
先
ほ

ど
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
猪
高
西
山
土
地
区
画
整
理
を
起
爆
剤

に
し
ま
し
て
、
こ
の
東
部
地
域
は
当
時
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
交
通
の
便

も
よ
く
な
く
、
あ
る
い
は
丘
陵
地
で
起
伏
に
富
ん
で
お
り
、
な
か

な
か
土
地
区
画
整
理
が
な
じ
む
の
か
ど
う
か
、
判
断
が
難
し
か
っ

た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
公
団
が
宅
地
開
発
を
成
功
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
小
さ
い
組
合
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
大
廻
間
と
か
大
廻
間
南
部
が
立
ち
上
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
土
地
区
画
整
理
は
上
下
水
道
あ
る
い
は
ガ
ス
の
完
備
な

ど
当
時
の
土
地
区
画
整
理
と
し
て
は
水
準
の
高
い
事
業
だ
っ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
瞬
く
間
に
市
街
化
が
進
み
、

そ
の
後
の
土
地
区
画
整
理
の
推
進
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
そ

う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
土
地
区
画
整
理
が
東
部
方
面
で
も

十
分
成
立
す
る
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、
そ
の
後
猪
子
石
や
西
一

社
な
ど
で
か
な
り
大
規
模
な
土
地
区
画
整
理
が
生
ま
れ
て
ま
い
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
目
を
転
じ
て
、
旧
天
白
の
地
域
に
つ
き
ま

し
て
も
同
じ
状
況
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
天
白
の
場
合
は
、
中
根

と
か
弥
富
あ
る
い
は
八
事
南
部
が
市
街
地
の
中
で
す
け
れ
ど
も
、

戦
前
か
ら
、
土
地
区
画
整
理
の
実
績
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
て
、
新
法
の
土
地
区
画
整
理
が
で
き
た
後
で
活
発
に
下
八
事

あ
る
い
は
野
並
、
中
根
南
部
と
い
う
組
合
が
設
立
さ
れ
て
き
ま
す
。

新
法
の
土
地
区
画
整
理
に
お
い
て
は
、
新
し
い
三
十
年
代
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
既
成
市
街
地
に
面
し
た
地
域
で
土
地
区
画
整
理

の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
新
し
く
名
古
屋
市
に
合

併
し
た
新
市
街
地
に
広
が
り
、
そ
の
流
れ
が
昭
和
四
十
年
、
五
十

年
、
平
成
に
入
り
ま
し
て
も
ど
ん
ど
ん
市
域
の
外
側
に
向
か
っ
て

組
合
の
土
地
区
画
整
理
は
進
む
状
況
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

昭
和
三
十
年
代
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
先
鞭
を
つ
け
る
事
業
の
萌
芽
期

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
ご
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
耕
地

整
理
や
旧
法
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
の
収
束
と
、
一
方
で
は
新

法
に
お
け
る
新
た
な
区
画
整
理
の
立
ち
上
が
り
の
萌
芽
が
、
ち
ょ

う
ど
昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
い
わ
ば
事
業
の
入

れ
替
え
が
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い

た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

資
料
編
刊
行
計
画
（
予
定
）

平
成
二
十
一
年
度
　
近
世
２

平
成
二
十
二
年
度
　
現
代
、
近
世
３

平
成
二
十
三
年
度
　
考
古
２
、
近
代
３
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『新修 名古屋市史』資料編（4巻）・本文編（全10巻）発売中

『新修名古屋市史』は現在の名古屋市域を対象とした、原始・
古代から現代に至るはじめての通史です。図・表・写真を豊富に
取り入れ、最新の研究成果を踏まえつつ、平易に読める市民のた
めの市史として本文編全10巻を発刊しています。
また、本文編に引き続いて、資料編（全11巻）の刊行を予定し

ています。現在までに資料編を４巻刊行しており、この５月には
資料編「近代２」「民俗」の販売の開始を予定しています。

●定　　　　　価 各巻4,500円
●販　売　方　法 市民情報センター内販売コーナー（市役所西庁舎１階）、市政資料館、名古屋場

内正門横売店、名古屋都市センターまちづくりライブラリー（金山南ビル12階）、
市内一部書店で販売しています。

●お問い合わせ先 名古屋市市政資料館 〒461-0011 名古屋市東区白壁一丁目3番地
TEL（052）953-0051 FAX（052）953-4398

本文編（監修者　学習院大学名誉教授　故大石　慎三郎）

巻 時　代　等 編 集 委 員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付　図　等
第１巻 旧石器～平安時代 日本福祉大学 福岡　猛志 894頁　遺跡地名表・遺跡分布地図
第２巻 鎌倉～安土・桃山時代 名古屋大学教授 三鬼清一郎 868頁　円覚寺領尾張国富田荘絵図　他２点
第３巻 江戸時代前期 愛知学院大学教授 林　　董一 984頁　享元絵巻　他２点
第４巻 江戸時代後期 愛知教育大学名誉教授 吉永　　昭 922頁

第５巻 明治時代
前愛知県立大学長 塩澤　君夫

931頁　改正愛知縣名古屋明細圖　他２点
〈金城学院大学教授〉 故近藤　哲生

第６巻 大正～昭和時代（戦前）〈金城学院大学教授〉 故近藤　哲生 945頁　名古屋市實測圖　他２点
第７巻 昭和時代（戦後） 元名古屋市博物館副館長 久住　典夫 1,017頁
第８巻 自然編 名古屋大学教授 海津　正倫 428頁　オールカラー
第９巻 民俗編 名古屋芸術大学非常勤講師 津田　豊彦 924頁
第10巻 年表・索引 450頁　「別添」CD-ROM

●巻　構　成

資料編（監修者　元愛知県立大学長　塩澤　君夫）

巻 時　代　等 編 集 委 員（肩書きは当時のもの） 頁　数　・　付　図　等
近代１ 明治４年～40年頃 名城大学非常勤講師 小林　賢治 915頁
近世１
考古１
自　然
近代２
民　俗

尾張藩創設～明治４年
旧石器～古墳時代
自然編
大正～昭和時代（戦前）
民俗編

愛知学院大学名誉教授 林　　董一
愛知県立松蔭高等学校長 加藤　安信
名古屋大学教授 海津　正倫
名古屋学院大学教授 笠井　雅直
元名古屋芸術大学非常勤講師 津田　豊彦

968頁
965頁
548頁　オールカラー　目録 228頁
約1,000頁　平成21年５月販売開始の予定
約1,000頁　平成21年５月販売開始の予定

第十回関西府県連合共進会は、鶴舞の地で明治43年３月16

日から６月13日までの90日間を会期として開催されました。

明治43年は築城から300年にあたり、記念行事として開府

三百年祭や祝賀式が行われるとともに、記念館・噴水塔・演

舞場・奏楽堂も建設されています。

この共進会は、会場の面積、建物の総面積、出品数のどれ

をとっても旧来の規模を大きく上回るもので、来場者は260万

人に達するものでした。第十回関西府県聯合共進会全図　明治43年
（名古屋市市政資料館所蔵）

表
紙
の
説
明
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○お問い合わせ先
名古屋市市政資料館
〒461-0011 名古屋市東区白壁一丁目３番地
TEL（052）953-0051 FAX（052）953-4398

○利用のご案内
●開館時間
午前９時～午後５時
●休館日
・月曜日（休日の場合はその直後の平日）
・毎月第３木曜日（休日の場合は第４木曜日）
・12月29日～１月３日
●ホームページ
（http://www.city.nagoya.jp/shisei/ippan/siryokan/）
公文書目録のダウンロードや集会室・展示室の予約状況などがご覧いただけます。
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名古屋 
拘置所 

☆新修名古屋市史本文編・資料編　　☆公文書等の公開
☆集会室・展示室の利用
☆国の重要文化財「旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎」の公開

公文書等の公開について（市政資料館の閲覧室で閲覧・複写していただけます。）
○「公文書」の公開
市政資料館では、明治期から昭和期に至る名古屋市の公文書を整理・保存し、公開（閲覧・複写）していま

す。平成20年度は、昭和52年度までに完結し整理の終了した公文書707簿冊を新たに公開しました。このうち、
68簿冊については個人情報等を保護するため、簿冊の一部を利用制限しています。これまでの公開分とあわ
せて、9,404冊が利用できます。

［新たに公開した主な公文書］ ＊「 」内は簿冊名、（ ）内は簿冊の完結年度

①耕地整理法により設立された耕地整理組合や、旧法（大正８年制定都市計画法）により設立された土
地区画整理組合の区画整理事業文書で、名古屋の街づくりの歴史がわかる資料です。

「八事土地区画整理組合関係書類」（昭和10年度）／「組合会決議書類綴　川中耕地整理組合」（昭和11年度）

「瑞穂耕地整理組合換地処分関係書綴」（昭和20年度）

「換地処分関係綴　大江土地区画整理組合」（昭和24年度）

「笠寺土地区画整理組合の設計変更認可申請書綴」（昭和26年度）

「瓶杁土地区画整理組合関係書類」（昭和31年度）／「荒子土地区画整理組合関係書類」（昭和３５年度）

②昭和30年に土地区画整理法が施行され、周辺６ケ町村（猪高村、天白村、楠村、山田村、富田町、南陽町）の市
域への編入もあり、新しい地域を中心に設立されていった区画整理組合関係の資料です。

「設計認可申請書（設立認可） 高針土地区画整理組合」（昭和38年度）

「報告書綴　七反田土地区画整理組合」（昭和41年度）

「事業計画変更認可申請書綴　藤森東部土地区画整理組合」（昭和44年度）

「報告書綴　中小田井第二土地区画整理組合」（昭和45年度）

「事業計画変更認可申請書綴　大蒲土地区画整理組合」（昭和46年度）

「公園管理引継申請書　瓶ノ井土地区画整理組合」（昭和48年度）

「報告書綴　上螺貝土地区画整理組合」（昭和49年度）

○「行政資料」の公開
名古屋市が発行した刊行物や地図・写真など56,998冊（平成20年12月末時点）が利用できます。

○「市史資料」の公開
新修名古屋市史の編さん過程で収集した資料のうち整理が終わったものを複製（紙焼本）により1,898

冊公開しています（個人情報等を保護するため、資料の一部を利用制限しています。）。



本誌は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

資
料
編
「
近
代
２
」「
民
俗
」
刊
行
の
お
知
ら
せ

資
料
編
「
近
代
２
」「
民
俗
」
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
既

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
本
文
編
第
六
巻
・
第
九
巻
と
併
せ
て

ご
覧
く
だ
さ
い
。

資
料
編
「
近
代
２
」

体
裁
　
Ｂ
５
判
　
約
千
頁
　
上
製
本
　
箱
入
り関西府県聯合共進会々場及び名古屋案内図

（名古屋市市政資料館所蔵）

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

第
一
編
　
近
代
都
市
名
古
屋
の
発
展

第
一
章
　
都
市
計
画
構
想
と
市
域
拡
張
の
実
施

第
一
節
　
関
西
府
県
聯
合
共
進
会
と
都
市
基
盤
の
整
備

第
二
節
　
市
区
改
正
方
案
の
策
定
と
郊
外
の
開
発
の
展
開

第
三
節
　
市
区
改
正
か
ら
都
市
計
画
へ

第
四
節
　
都
市
計
画
区
域
の
策
定
と
隣
接
町
村
の
編
入

第
五
節
　
市
内
に
お
け
る
鉄
道
敷
設

第
二
章
　
都
市
経
営
の
展
開
と
市
政

第
一
節
　
市
域
の
拡
大
と
市
政

第
二
節
　
市
財
政
の
展
開

第
三
節
　
社
会
事
業
の
開
始

第
四
節
　
都
市
独
占
事
業
と
報
償
契
約

第
三
章
　
工
業
の
拡
大
と
市
民
生
活

第
一
節
　
工
業
の
変
容
と
拡
大

第
二
節
　
商
業
の
発
展
と
市
民
生
活

第
三
節
　
農
業
と
農
村

第
二
編
　
百
万
都
市
へ
の
成
長

第
一
章
　
名
古
屋
都
市
計
画
の
実
施

第
一
節
　
十
六
か
町
村
編
入
後
の
都
市
計
画

第
二
節
　
区
画
整
理
事
業
の
展
開

第
三
節
　
名
古
屋
城
郭
陸
軍
用
地
の
利
用
と
都
市
計
画

第
四
節
　
新
市
域
の
住
宅
地
開
発

第
二
章
　
「
大
名
古
屋
」
の
市
政

第
一
節
　
都
市
行
政
の
拡
大
と
市
民

第
二
節
　
市
財
政
の
膨
脹

第
三
節
　
社
会
事
業
の
展
開

第
四
節
　
市
営
電
車
事
業
及
び
都
市
独
占
事
業
の
展
開

第
五
節
　
市
域
拡
張
と
名
古
屋
市
会

第
三
章
　
工
業
都
市
名
古
屋
の
成
立
と
市
民
生
活

第
一
節
　
中
京
工
業
地
帯
へ
の
歩
み
と
工
業

第
二
節
　
市
民
生
活
の
変
貌
と
商
業

第
三
節
　
農
業
と
漁
業

第
一
部
　
祭
礼
資
料
編

第
一
章
　
総
説

第
二
章
　
祭
礼
図

第
三
章
　
東
照
宮
祭

第
一
節
　
東
照
宮
御
神
事
記
　
第
二
節
　
御
祭
礼
全
書

第
三
節
　
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
資
料

第
四
章
　
熱
田
天
王
祭

第
一
節
　
八
ケ
村
祭
礼
之
覚

第
二
部
　
民
俗
調
査
資
料
編

第
一
章
　
自
然

第
一
節
　
景
観
・
水
環
境
　
　
第
二
節
　
開
発
と
災
害

第
三
節
　
気
象
・
動
植
物

第
二
章
　
社
会
生
活

第
一
節
　
村
の
社
会
生
活
　
　
第
二
節
　
町
の
社
会
生
活

第
三
章
　
生
産

第
一
節
　
農
業
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
漁
業

第
三
節
　
亜
炭
採
掘

第
四
章
　
商
工
業

第
一
節
　
商
家
の
く
ら
し
　
　
第
二
節
　
職
人
の
民
俗

第
五
章
　
衣
生
活

第
六
章
　
食
生
活

第
七
章
　
住
居

第
一
節
　
農
村
の
住
ま
い
　
　
第
二
節
　
町
場
の
住
ま
い

第
三
節
　
建
築
工
程
と
儀
礼
・
俗
信

第
八
章
　
人
の
一
生

第
一
節
　
婚
姻
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
産
育

第
三
節
　
葬
送

第
九
章
　
年
中
行
事

第
一
節
　
正
月
行
事
　
　
　
　
第
二
節
　
春
の
行
事

第
三
節
　
夏
の
行
事
　
　
　
　
第
四
節
　
盆
行
事

第
五
節
　
秋
の
行
事
　
　
　
　
第
六
節
　
冬
の
行
事

第
十
章
　
信
仰

第
一
節
　
神
社
の
信
仰
　
　
　
第
二
節
　
寺
院
の
信
仰

第
三
節
　
組
と
家
の
神
仏
　
　
第
四
節
　
民
間
信
仰

第
五
節
　
登
拝
・
巡
礼
・
参
拝

第
六
節
　
信
仰
の
諸
相

資
料
編
「
近
代
２
」
目
次

資
料
編
「
民
俗
」
目
次
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（
平
成
二
十
一
年
五
月
販
売
開
始
予
定
）

各
巻
　
定
価
　
四
千
五
百
円

東照宮祭　二福神車
張州雑志より
（名古屋市蓬左文庫所蔵）

資
料
編
「
民
俗
」

体
裁
　
Ｂ
５
判
　
約
千
頁
　
上
製
本
　
箱
入
り
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