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本
日
は
、
市
史
の
編
さ
ん
事
業
が
今
ど
こ
ま
で
来
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
。
そ
し
て
、
ど
う
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
市
史
編
さ
ん
事
業
が
今
ど
こ
ま
で
来
て
い
る
か
と
い
う
経

過
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
名
古
屋
市
の
場
合
は
、
最
初
に

本
文
編
が
で
き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
資
料
編
を
刊
行
し
て
お
り
、

全
部
で
き
上
が
り
ま
す
と
二
十
一
巻
に
な
り
ま
す
。
あ
と
四
巻
を

残
す
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
ま
す
か
ら
、
も
う
あ
と
わ
ず
か
で
す
。

あ
と
二
年
と
い
う
予
定
で
し
た
。
も
う
少
し
長
く
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
完
成
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
少
な
く
と

も
四
年
後
に
は
刊
行
は
完
成
す
る
と
い
う
状
況
ま
で
大
体
見
通
し

が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
一
応
順
調
に
進
ん
で
参
っ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
の
経
過
の
中
で
問
題
点

も
な
い
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
二
つ
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
。

一
つ
は
、
編
さ
ん
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
非
常
に
遅
か
っ

た
た
め
に
、
戦
後
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
の
中
で
散
逸
し
て
し
ま

っ
た
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
が
本
当
に
残
念
で
す
。
今
回
の
編

さ
ん
事
業
で
、
初
め
て
網
羅
的
に
、
資
料
の
収
集
、
発
掘
を
組
織

的
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え

ば
、
市
町
村
合
併
な
ど
が
あ
り
ま
す
と
、
古
文
書
な
ど
は
ど
ん
ど

ん
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
点
が
非
常
に
残
念
だ
と
い
う
こ

と
が
一
つ
の
問
題
点
で
あ
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
編
さ
ん
事
業
で
初

め
て
組
織
的
に
ち
ゃ
ん
と
資
料
を
収
集
し
ま
し
た
の
で
、
膨
大
な

資
料
が
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
資
料
を
見
て
い
ま
し

て
、
も
し
こ
の
市
史
編
さ
ん
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
こ
れ
も
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
、
本
当
に
よ
か
っ
た
な
と
思

う
く
ら
い
資
料
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
問
題
、
そ
う
い
う
経
過
だ
と
い
う
こ
と

を
前
提
に
い
た
し
ま
し
て
、
刊
行
は
も
う
す
ぐ
終
わ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
で
め
で
た
し
め
で
た
し
で
解
散
し
て
し
ま
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
と
い
う
話
を
今
日
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

大
体
、
市
史
編
さ
ん
と
い
う
も
の
は
、
刊
行
だ
け
で
は
な
い
。

一
番
大
事
な
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
資
料
を
散
逸
し
な
い
よ
う

に
で
き
る
だ
け
多
く
発
掘
し
、
残
し
て
、
そ
れ
を
収
集
、
管
理
し

て
、
公
開
す
る
。
こ
の
資
料
を
管
理
す
る
資
料
行
政
を
確
立
す
る

こ
と
で
す
。
収
集
し
た
歴
史
資
料
を
ど
う
や
っ
て
保
存
し
、
市
民

の
多
く
の
方
が
利
用
で
き
る
よ
う
な
形
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

市
史
編
さ
ん
事
業
の
中
で
私
は
一
番
大
事
な
も
の
だ
と
思
っ
て
お

り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
つ
も
り
で
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
た
く
さ
ん

の
資
料
が
今
集
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
厖
大
な
資
料

を
ど
う
す
る
か
が
大
問
題
で
す
。
市
史
刊
行
が
終
わ
っ
た
か
ら
も

う
や
め
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
。
未
来
永
劫
に
資

料
の
収
集
は
ず
っ
と
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
毎
日
、
毎
日
資
料

が
で
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
公
文
書
だ
と
す
れ
ば
、
お
わ
か
り
だ

と
思
い
ま
す
け
ど
、
た
く
さ
ん
の
資
料
が
市
役
所
な
ど
で
ど
ん
ど

ん
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
資
料
が
た

く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
ど
こ
で
ど
う
や
っ
て
保
管
し
、

公
開
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
が
第
一
点
。

も
う
一
つ
は
、
そ
れ
を
誰
が
や
る
の
か
。
残
っ
た
た
く
さ
ん
の

資
料
を
整
理
し
、
分
類
し
、
そ
し
て
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
大

変
な
事
業
で
す
。
そ
れ
を
ど
こ
が
担
当
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は

ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常

に
大
事
な
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
行
政
組
織
の

中
の
ど
こ
で
や
る
の
か
と
い
う
体
制
を
ま
ず
つ
く
ら
な
い
と
い
け

な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
大
き
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
資
料
を
整
理
す
る
。
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
ど

う
い
う
形
で
分
類
す
る
か
は
大
変
な
問
題
で
す
。
専
門
的
な
知
識

と
技
能
を
持
っ
て
い
る
人
で
な
い
と
で
き
な
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、

そ
の
資
料
の
行
政
を
担
当
す
る
部
局
の
中
に
そ
う
い
う
専
門
的
な

市
政
資
料
館
開
館
二
十
周
年
記
念
特
集

市
政
資
料
館
は
平
成
元
年
十
月
に
開
館
し
て
以
来
、
二
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

開
館
二
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
昨
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
今
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
記
念
企
画
展
示
を
、
一
月
九
日
に
記
念
講
演
会
（「
第
25
回
新
修
名
古
屋

市
史
を
語
る
集
い
」）
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
演
会
に
は
、
二
百
七
十
三
名
の
参

加
を
得
、
二
時
間
に
わ
た
る
充
実
し
た
集
い
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、「
市
史
を
語
る
集
い
」
か
ら
監
修
者
の
講
演
内
容
を
ご
紹
介
し
、
記

念
企
画
展
示
か
ら
開
府
三
百
年
紀
念
祭
の
紹
介
記
事
を
取
り
上
げ
ま
す
。

歴
史
資
料
の
保
存
と
公
開

―
名
古
屋
市
史
刊
行
完
成
後
の
課
題
―

新
修
名
古
屋
市
史
資
料
編
監
修
者

塩
　
澤
　
君
　
夫

（
元
愛
知
県
立
大
学
長
）
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人
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
す
。
そ
の
人
た
ち
を
外
国
で
は
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
と
呼
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
に
言
葉
が
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
博
物
館
な
ら
学
芸
員
と
い
う
職
種
が
あ
っ
て
、
身

分
が
あ
っ
て
、
待
遇
さ
れ
る
組
織
が
あ
り
ま
す
。
図
書
館
に
は
司

書
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
書
を
収
集
管
理
し
て
い
く
文
書
館

に
は
そ
れ
が
な
い
ん
で
す
。
主
要
な
国
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
な

い
国
は
日
本
ぐ
ら
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に

当
た
る
何
か
日
本
語
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
ど
う
い
う
待
遇
で
、
ど
う
い
う
形
で
そ
の
人
た
ち
を
処
遇

す
る
か
と
い
う
組
織
上
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ

と
な
の
で
、
も
と
も
と
文
書
館
あ
る
い
は
公
文
書
館
、
公
文
書
の

場
合
は
公
文
書
館
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の

公
文
書
館
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
今
か
ら
三
十
年
以
上
前
日
本
学
術
会
議
の
会
員
を
や
っ

て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
の
「
学
術
情
報
委
員
会
」の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
準
備
し
て
政
府
に
、
文
書
館
法
を
つ
く
る
よ
う
に
と
い
う
勧

告
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
「
文
書
館
法
」
は
不
充
分
な
が
ら
出

来
ま
し
て
国
立
公
文
書
館
が
で
き
た
り
し
た
わ
け
で
す
。
幾
ら
か

進
ん
だ
わ
け
で
す
け
ど
、
ま
だ
不
十
分
で
す
。
市
町
村
な
ど
で
は

公
文
書
館
の
設
立
は
さ
ら
に
遅
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で

日
本
の
資
料
行
政
と
い
い
ま
す
か
、
文
書
資
料
に
関
す
る
行
政
は

著
し
く
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本

全
体
の
問
題
で
す
。

名
古
屋
市
で
も
市
政
資
料
館
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
今

年
二
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
市
政
資
料
館
は
、
そ
の
中
に
公
文

書
館
と
い
う
機
能
を
一
つ
の
重
要
な
柱
と
し
て
持
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
何
分
に
も
狭
い
で
す
。
国
の
重
要
文
化
財
に
な
る
よ
う

な
古
い
立
派
な
建
物
で
す
け
れ
ど
も
、
本
格
的
に
や
ろ
う
と
し
た

ら
、
建
物
が
も
た
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
を
永
久
に
公
文
書
館

に
す
る
こ
と
は
無
理
で
す
。
二
十
年
前
に
私
も
立
ち
上
げ
に
参
加

し
ま
し
た
。
補
強
し
ま
し
て
、
資
料
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
も
の
凄
い
勢
い
で
資
料
が
増
え
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
を
収
容
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す
。そ

れ
か
ら
、
整
理
、
公
開
に
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
が
そ

こ
に
常
駐
し
て
い
て
、
市
民
が
来
て
ど
ん
な
資
料
が
見
た
い
の
か

と
い
う
こ
と
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
形
が
望
ま
し
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
と
て
も
ま
だ
ま
だ
そ
こ
ま
で
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
市
史

の
編
さ
ん
中
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
公
開
し
よ
う
と
、
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
公
開
し
て
い
こ
う
と
、
整
理
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
か

ら
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
全
国
的
に
見
て
も
、

市
史
編
さ
ん
が
ま
だ
進
行
中
に
公
開
し
て
い
る
と
い
う
の
は
余
り

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
名
古
屋
市
は
先
頭
を
切
っ

て
い
る
と
私
は
自
負
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
ス
タ
ー

ト
し
た
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
こ
で
働
く
べ
き
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
身
分
も
決
ま
っ
て
い
な
い
し
、
ど
う
い
う
処
遇
を
す
る
の
か
、
ど

う
い
う
訓
練
を
す
れ
ば
専
門
官
と
し
て
仕
事
が
で
き
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
ま
る
で
手
つ
か
ず
で
す
。
例
え
ば
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
大
学
の
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ス
で
歴
史
と
か
法
律
を
専
門

に
勉
強
し
た
人
が
、
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ス
を
終
わ
っ
て
か
ら
さ
ら
に

専
門
の
養
成
機
関
に
入
っ
て
、
資
料
館
で
働
く
た
め
の
技
能
、
知

識
を
訓
練
し
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
い
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
。
そ

れ
が
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
で
す
。
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
て
、
待
遇

も
し
っ
か
り
し
て
お
り
ま
す
。
国
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
日
本
で
は
こ
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
養
成
が
絶
望
的
に
遅

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
で
何
を
訓
練
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
が
日
本
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
訓
練
す
る
場

所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
何
を
教
え
な
い
と
い
け
な
い
か
、

文
書
の
分
類
だ
け
で
も
大
変
で
す
。
例
え
ば
、
国
立
公
文
書
館
で

や
っ
て
い
る
こ
と
を
真
似
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
府
県
、
あ
る
い

は
市
町
村
で
は
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
で
す
。

そ
こ
で
、
養
成
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
何
を
教
え
る
か

と
い
う
中
身
が
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
独
特
の
文
書
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
分
類
し
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に

整
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
教
え
る
内
容
が
日
本
に

は
ま
だ
何
も
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
別
の
い
い
方
を
す
る
と
、「
資
料

学
」
が
日
本
で
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
ん
な
状
況
で
一
体
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
な
ん
て
養
成
で
き
る
の

か
。
何
を
教
え
て
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
ま
だ
そ
の
資

料
学
が
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
。
分
類
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
る

ん
だ
、
ど
う
い
う
資
料
が
大
事
な
の
か
、
ど
う
い
う
資
料
は
捨
て

て
も
い
い
、
こ
れ
は
捨
て
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
誰
が
や

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
何
も
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
本

当
に
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
遅
れ
た
先
進
国
は

な
い
で
す
。
い
ま
だ
に
ま
だ
目
途
が
つ
い
て
い
な
い
現
状
で
ご
ざ
い

ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
は
刊
行
が
終
わ
っ
て
か
ら
本
気
で
取
り
組

ま
な
い
と
い
け
な
い
、
大
き
な
課
題
で
す
。
こ
れ
は
、
市
史
編
さ
ん

の
刊
行
よ
り
も
大
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
日
本

に
先
駆
け
て
や
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
古
屋
市

に
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

歴
史
資
料
を
収
集
し
、
保
存
し
、
管
理
す
る
施
設
と
し
て
は
、

文
書
館
・
公
文
書
館
・
博
物
館
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
本
当
は

立
派
な
設
備
、
大
き
な
建
物
が
必
要
で
す
。
今
箱
物
は
つ
く
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
立
派
な
建
物
は
今
無

理
だ
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
工
夫
す
れ
ば
資
料
を
置
く
場
所

ぐ
ら
い
で
き
ま
す
し
、
資
料
を
散
逸
し
な
い
よ
う
に
利
用
す
る
こ

と
も
何
と
か
で
き
る
、
対
応
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
努
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力
を
こ
れ
か
ら
ぜ
ひ
名
古
屋
市
に
も
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
将
来
に
む
け
て
の
構
想
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
今
す
ぐ

は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
の

廃
棄
の
問
題
で
す
。
役
所
に
は
沢
山
の
課
や
係
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
「
こ
れ
は
要
ら
な
く
な
っ
た
」
と
沢
山
の
資
料
を
捨
て
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。
重
要
だ
と
判
断
し
た
も
の
は
何
年
保
存
と
い
う
形

で
残
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
十
年
保
存
だ
っ
た
ら
十
年
経
て
ば
捨
て

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
行
政
上
は
も
う
要
ら
な
く
な
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
捨
て

た
も
の
の
中
に
非
常
に
大
事
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
こ
で
、

各
係
、
課
で
も
っ
て
要
ら
な
い
と
判
断
し
た
資
料
を
、
も
う
一
つ

関
門
を
つ
く
っ
て
、
例
え
ば
文
書
館
な
り
公
文
書
館
な
り
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
で
も
う
一
回
仕
分
け
を
す
る
。
こ
れ
は
捨
て
て
も
い

い
こ
れ
は
捨
て
て
は
い
け
な
い
と
専
門
家
に
よ
っ
て
選
別
す
る
仕

組
み
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
資
料
の
流
れ
が
名
古
屋
市
で

一
体
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

資
料
の
廃
棄
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
姿
勢
で
行
わ
れ
て
い
る
の

か
と
い
い
ま
す
と
、「
ほ
か
に
利
用
の
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
処
分

せ
よ
」
と
い
う
こ
と
が
廃
棄
の
規
定
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
行
政

的
決
定
の
記
録
あ
る
い
は
経
済
的
な
契
約
な
ど
、
こ
れ
は
要
ら
な

く
な
っ
た
と
捨
て
る
場
合
、
ほ
か
に
利
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
処

分
せ
よ
、
こ
れ
が
原
則
で
す
。
市
史
編
さ
ん
な
ど
に
利
用
さ
れ
な

い
よ
う
に
処
分
し
て
し
ま
え
と
い
う
の
で
す
。
今
ま
で
そ
う
い
う

原
則
で
や
っ
て
き
た
か
ら
大
事
な
資
料
が
残
ら
な
い
の
で
す
。
と

ん
で
も
な
い
話
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
め
て
、
資
料
を
文
書

館
の
関
門
で
も
っ
と
細
か
く
仕
分
け
を
し
て
、
こ
れ
は
捨
て
て
も

い
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
捨
て
て
は
い
け
な
い
と
残
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
判
断
を
す
る
た
め
の
専

門
官
が
日
本
に
は
い
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
。
私
は
、
本
当
に
絶
望
的
に
な
る
の
で
す
。
欧
米
よ
り
二
百
年

も
遅
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
け
ど
や
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
名

古
屋
市
の
場
合
、
市
史
の
刊
行
は
間
も
な
く
終
わ
り
ま
す
。
終
わ

っ
て
万
歳
、
お
め
で
と
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
も

っ
と
も
っ
と
大
変
な
問
題
が
そ
の
後
に
控
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
作
り
は
三
年
や
四
年
は

か
か
り
ま
す
。
名
古
屋
市
史
の
刊
行
は
あ
と
四
年
で
終
わ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
今
す
ぐ
や
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
資
料
が
文

書
館
に
入
っ
て
か
ら
の
管
理
に
つ
い
て
は
先
程
か
ら
話
し
て
お
り

ま
す
よ
う
な
形
で
う
ま
く
出
来
る
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
も
っ
と

重
要
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
が
文
書
館
に
入
る
前
に

課
や
係
の
所
で
ど
ん
ど
ん
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
す
。

資
料
は
勝
手
に
す
て
て
は
い
け
な
い
と
い
う
法
律
が
よ
う
や
く
動

き
出
し
ま
し
た
。
行
政
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
と
も

す
る
と
、
資
料
を
か
く
し
た
が
り
ま
す
。
責
任
も
出
て
き
ま
す
か

ら
、
こ
れ
は
知
ら
れ
な
い
方
が
い
い
と
判
断
す
る
と
、
公
開
し
な

い
、
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
頻
繁
に
お
き
て
い
ま

す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
か
外
交
機
密
な
ど
と
理
由
を
つ
け
て
、
残

さ
な
い
、
公
開
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
姿
勢
で
す
。
こ
れ
を

改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

資
料
を
勝
手
に
す
て
な
い
。
廃
棄
資
料
は
も
う
一
度
資
料
館
に

ま
わ
し
て
学
問
的
な
目
で
、
歴
史
学
の
目
で
仕
分
け
を
す
る
と
い

う
資
料
の
流
れ
の
ル
ー
ル
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
緊
急
の

問
題
で
す
。
今
す
ぐ
始
め
な
い
と
い
け
な
い
。
今
日
だ
っ
て
ま
だ

捨
て
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
そ
れ
を
や
め
ろ
と
。
そ

し
て
、
資
料
の
流
れ
の
ル
ー
ル
を
早
く
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
今
す
ぐ
に
で
も
取
り
か
か
っ
て
も
ら
い
た
い
。
今
の
日
本

全
体
の
現
状
の
中
で
、
こ
の
問
題
を
名
古
屋
市
が
先
頭
を
切
っ
て
、

新
し
い
資
料
行
政
の
あ
り
方
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
と
い

う
こ
と
を
切
に
念
願
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
今
、

私
が
緊
急
に
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
と
し
て
思
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。

刊
行
は
う
ま
く
い
き
ま
す
。
必
ず
い
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
刊
行
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
重
大
な
も
の
が
あ
る
、
課
題
が
あ
る
。

そ
う
簡
単
に
い
く
問
題
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
、
あ
る
い
は
要
望
が
き

ち
ん
と
行
政
に
反
映
で
き
る
よ
う
な
形
に
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を

つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
、
今
日
は
い
い
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

市
史
編
さ
ん
の
現
状
、
ど
ん
な
状
況
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
報

告
と
合
わ
せ
て
、
残
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
の
御

協
力
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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古
臭
い
も
の
が
好
き
と
い
う
か
、
歴
史
の
好
き
な
方
ば
っ
か
り

の
よ
う
な
雰
囲
気
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
大
変
結
構
な
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
十
二
月
号
の
「
広
報
な
ご
や
」
に
ち
ょ
っ
と
書
い
て
お
き

ま
し
た
け
ど
、
あ
れ
は
本
当
に
僕
が
書
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
読

ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
う
ど
百
年
前
の
開
府
三
百
年
の
お

祭
り
の
明
治
の
と
き
の
写
真
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
仮
装
行
列
を

や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
市
長
は
そ
ん
な
恥
ず
か
し
い
こ
と

は
で
き
な
い
と
ド
タ
キ
ャ
ン
を
し
た
ら
し
い
で
す
け
ど
、
収
入
役

は
女
装
で
出
て
き
た
ら
し
い
。
結
構
に
ぎ
や
か
に
や
っ
た
そ
う
で

す
。そ

の
写
真
が
今
の
名
古
屋
の
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み

て
、
納
屋
橋
の
す
ぐ
東
側
で
は
な
い
か
と
、
と
い
う
こ
と
は
、
仮

装
行
列
は
鶴
舞
公
園
か
ら
出
て
行
っ
て
、
あ
そ
こ
で
昔
の
万
博
み

た
い
な
こ
と
を
百
年
前
に
や
っ
て
い
た
。
仮
装
行
列
が
出
て
行
っ

た
通
路
は
記
録
が
あ
る
ん
で
す
。
写
真
を
ぱ
っ
と
見
る
と
、
下
に

電
車
の
線
路
が
か
す
か
に
見
え
る
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
広
小
路

だ
な
と
。
広
小
路
と
い
っ
て
も
広
い
の
で
、
ど
っ
ち
の
方
向
か
と
い

っ
た
ら
、
影
の
方
向
と
時
間
を
見
て
、
こ
れ
は
東
に
歩
い
て
行
く

と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
、
あ
と
わ
か
っ
た
の
は
、
ど
う
も
土
手
み

た
い
な
の
が
見
え
る
ん
で
、
こ
れ
は
ど
う
も
納
屋
橋
の
堀
川
の
と

こ
ろ
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
木
が
ち
ょ
っ
と
立
て
か
け

て
あ
っ
て
、
大
体
間
違
い
な
い
で
す
。

今
振
り
返
る
と
全
然
違
い
ま
す
け
ど
、
今
の
と
こ
ろ
で
い
う
と

納
屋
橋
の
北
東
の
角
に
加
藤
商
会
と
い
う
古
臭
い
建
物
が
あ
る
。

あ
れ
は
登
録
有
形
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
あ
そ
こ
ら
辺

を
撮
っ
た
写
真
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
よ
う
な

こ
と
も
含
め
て
、
市
政
資
料
館
は
一
つ
の
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
い
く

ん
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
名
古
屋
の
町
、
小
学
校
区
で
い
う
と
二

六
四
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
学
区
で
、
子
供
と
大
人
も
入
れ
十

人
ぐ
ら
い
の
探
検
隊
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
名
東
区
の

山
の
奥
の
中
で
も
、
か
つ
て
牧
場
が
あ
っ
た
と
か
、
昔
こ
こ
で
男

と
女
が
駆
け
落
ち
し
て
ど
う
と
か
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
も
含
め
た
そ

れ
な
り
の
記
憶
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

僕
の
今
ま
で
の
印
象
で
は
、
残
念
な
が
ら
、
名
古
屋
は
余
り
古

い
も
の
を
大
事
に
す
る
と
い
う
、
旗
を
振
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
余
り

な
い
。
特
に
旭
丘
の
校
舎
を
壊
し
た
の
は
、
ま
だ
私
は
恨
ん
で
お

る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
皆
さ
ん
で
古
臭
い
も

の
を
い
ろ
い
ろ
発
掘
し
な
が
ら
、
名
古
屋
市
と
し
て
も
、
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
地
域
の
中
で
本
当
に
身
近
な
も
の
で
、
学

区
で
十
人
ぐ
ら
い
で
や
り
ま
す
。

地
域
の
民
話
は
余
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
古
文
書
、
そ

れ
か
ら
ち
ょ
こ
っ
と
し
た
戦
後
の
街
角
の
写
真
で
も
い
い
で
す
。

そ
れ
か
ら
建
物
、
そ
う
い
う
の
を
ず
っ
と
発
掘
し
て
い
っ
て
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
郷
土
史
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
よ
お

け
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
学
区
ご
と

に
、
市
の
職
員
も
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
派
遣
し
て
、
み
ん
な
で
ま

ず
地
に
足
の
つ
い
た
本
当
の
歴
史
発
掘
活
動
を
行
お
う
と
い
う
こ

と
で
や
り
ま
す
。
や
っ
た
ら
同
時
に
、
道
標
み
た
い
な
も
の
。
史

跡
表
札
と
い
う
ん
で
す
が
、
立
っ
て
お
る
。
今
の
も
の
は
嫌
々
立

っ
て
お
る
み
た
い
で
、
あ
れ
も
も
う
ち
ょ
っ
と
金
を
使
っ
て
何
と
か

し
な
い
と
い
け
な
い
。
東
京
に
行
き
ま
す
と
、
文
京
区
か
ら
千
代

田
区
の
辺
に
よ
く
あ
り
ま
す
。
東
京
だ
っ
た
ら
、
江
戸
名
所
図
絵

の
昔
の
あ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
っ
ち
は
尾
張
の
や
つ
が
あ
り
ま
す

け
ど
、
あ
あ
い
う
の
を
ち
ょ
っ
と
焼
き
つ
け
て
、
今
の
地
図
と
一

緒
に
し
て
、
い
わ
れ
が
本
当
か
う
そ
か
知
ら
な
い
け
ど
、
い
ろ
い
ろ

い
わ
れ
が
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
を
歩
く
だ
け
で
も
楽
し
く
な
る
と

い
う
、
歴
史
を
歩
い
て
お
る
、
こ
こ
に
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の

か
、
こ
う
い
う
人
が
住
ん
で
お
っ
た
の
か
と
、
こ
う
い
う
話
が
あ
っ

た
の
か
と
い
う
話
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
今
や
る
よ
う
に
計
画
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
歴
史
好
き
な
方
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
お
力
も
か
り
な
が
ら
、
一
挙
に
が
ば
っ
と
歴
史
都
市
ナ
ゴ
ヤ

と
い
う
か
、
自
慢
に
し
な
い
と
い
け
な
い
、
自
慢
を
つ
く
ら
な
い
と

い
け
な
い
。
や
り
な
が
ら
天
守
閣
の
木
造
復
興
を
、
ぜ
ひ
お
力
を

か
り
ま
し
て
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
自
慢
に
な
る
街
を
名
古
屋
の
皆
さ
ん
で
つ

く
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

地
域
探
検
隊

名
古
屋
市
長
　
河
村
　
た
か
し明治43年６月の開府300年祝賀式仮装行列
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１
　
序

今
か
ら
遡
る
こ
と
一
世
紀
前
の
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）、

田
圃
広
が
る
御
器
所
村
一
帯
は
一
大
博
覧
会
会
場
へ
と
変
貌
し

た
。す

な
わ
ち
、
鶴
舞
公
園
約
十
万
坪
を
会
場
に
、「
第
十
回
關
西

府
懸
聯
合
共
進
會
（
関
西
府
県
連
合
共
進
会
）」（
以
下
「
共
進
会
」

と
い
う
。）
が
開
催
さ
れ
、
工
産
館
（
本
館
）
を
中
心
と
す
る
本

来
の
産
業
見
本
市
会
場
に
留
ま
ら
ず
、
機
械
館
、
参
考
館
、
台
湾

館
、
林
業
館
、
蚕
糸
館
、
特
許
館
も
特
設
さ
れ
、
さ
ら
に
、
高
さ

五
十
五
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
広
告
塔
、
火
事
と
見
紛
う
ほ
ど
の
電

飾
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
噴
水
塔
、
奏
楽
堂
、
金
閣
寺
を
模
し
た

迎
賓
館
（
後
の
聞
天
閣
）、
名
古
屋
城
天
守
閣
を
象
（
か
た
ど
）

っ
た
愛
知
県
売
店
、
旅
順
海
戦
館
、
天
女
館
な
ど
異
彩
を
放
つ
建

物
が
建
ち
並
び
、
花
火
大
会
、
名
古
屋
踊
、
狂
言
な
ど
の
余
興
が

日
夜
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
さ
な
が
ら
「
内
国
博
覧
会
」
の
様
相
を

呈
し
た
。〔
注
１
〕

〔
注
１
〕

「
抑
も
本
會
は
そ
の
名
稱
た
る
や
第
十
回
關
西
府
懸

聯
合
共
進
會
な
り
し
と
雖
其
内
容
は
（
中
略
）
本
邦
本
州
及
び
四

國
を
包
含
し
地
理
上
の
中
枢
た
る
愛
知
懸
之
が
主
催
と
な
り
（
中

略
）
九
十
日
間
名
古
屋
市
鶴
舞
公
園
に
於
て
開
設
せ
ら
れ
た
る
其

の
規
模
は
從
來
の
関
東
並
に
関
西
共
進
会
を
併
せ
た
る
も
の
に
匹

敵
し
て
恰
も
内
國
勸
業
博
覽
會
た
る
や
の
觀
あ
る
こ
と
左
表（
略
）

を
み
て
知
る
べ
し
」（「
府
懸
聯
合
共
進
會
復
命
書
」
農
商
務
省
総

務
局
、
明
治
四
十
四
年
三
月
刊
）

三
府
二
十
八
県
が
参
加
し
、
そ
の
出
品
数
も
十
三
万
点
に
の
ぼ

っ
た
こ
の
共
進
会
は
、
会
期
中
九
十
日
間
で
当
時
の
名
古
屋
市
人

口
の
六
倍
以
上
の
二
百
六
十
万
人
に
及
ぶ
観
覧
者
が
押
し
か
け
、

大
人
気
を
博
し
て
過
去
最
大
規
模
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
共
進
会
」
は
愛
知
県
の
主
催
で
あ
り
、
こ
の
大
成
功
は
当
時

の
深
野
知
事
は
じ
め
関
係
者
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

勿
論
で
あ
る
が
、
お
り
し
も
明
治
四
十
三
年
は
名
古
屋
開
府
三
百

年
に
あ
た
り
、
名
古
屋
市
民
の
奉
祝
意
識
は
い
や
が
お
う
に
も
高

ま
っ
て
い
る
中
、
後
述
す
る
よ
う
に
名
古
屋
市
の
政
財
界
が
「
開

府
三
百
年
紀
念
祭
」
を
始
め
市
中
で
の
賑
わ
い
を
演
出
し
、
機
運

の
盛
り
上
が
り
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
ぞ
っ
て
上
記
共
進
会
の
光

彩
を
加
え
る
べ
く
、
全
面
的
に
協
力
し
た
こ
と
が
そ
の
大
き
な
要

因
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ま
で
、
と
も
す
れ
ば
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
「
三
都
」

の
後
塵
を
拝
す
る
地
方
都
市
と
し
て
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
名
古

屋
が
、
こ
の
共
進
会
を
契
機
と
し
て
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
期
に
名
古
屋
の
地
に
微
笑
み

を
た
た
え
た
幸
運
の
女
神
が
舞
い
降
り
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
秘
蔵
！
開
府
三
百
年
紀
念
祭
〜
世
紀
を
超
え
て
蘇
る
女

神
の
微
笑
み
〜
」
で
は
、
当
時
の
「
開
府
三
百
年
紀
念
会
」
や
共

進
会
に
関
す
る
公
式
記
録
そ
の
他
の
文
献
・
記
録
を
ひ
も
と
き
な

が
ら
一
世
紀
前
の
輝
け
る
名
古
屋
の
飛
翔
の
姿
を
再
現
し
て
み

た
。

２
　
背
景

明
治
以
降
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
で
は
、
大
規
模
な
博
覧
会
（
政

府
主
催
の
「
内
国
勧
業
博
覧
会
」）が
開
催
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に

商
工
業
が
大
い
に
発
展
し
、
近
代
都
市
と
し
て
活
性
化
が
図
ら
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
地
名
古
屋
に
お
い
て
は
明
治
七
年
、
東
別

院
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
比
較
的
小
規
模
な
「
名
古
屋
博
覧

会
」
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。

初
代
藩
主
徳
川
義
直
公
が
名
古
屋
に
居
を
移
し
て
か
ら
三
百
年

と
な
る
明
治
四
十
三
年
が
近
づ
く
に
つ
れ
、「
茲
に
於
て
此
大
祝
典

を
擧
る
を
期
と
し
、
開
市
三
百
年
紀
念
大
博
覧
會
を
名
古
屋
市
に

開
き
、
一
は
以
て
将
来
の
勧
業
上
に
多
大
の
効
果
を
収
め
、
一
は

以
て
此
大
博
覧
會
を
機
と
し
て
名
古
屋
市
民
を
し
て
地
方
的
小
感

念
を
一
掃
せ
し
め
、
真
に
大
都
會
人
た
る
べ
き
資
格
を
定
め
、
随

て
大
に
當
市
繁
栄
の
基
礎
を
立
ん
こ
と
最
も
急
務
に
し
て
、
吾
等

が
即
ち
徒
ら
に
既
往
の
進
運
を
祝
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
将
来
に

於
け
る
一
歩
多
大
の
希
望
を
實
に
す
る
の
根
底
た
ら
し
む
べ
し
と

称
通
ず
る
所
以
茲
に
あ
り
と
す
。
」（
初
代
名
古
屋
区
長
吉
田
禄
在

氏〔
注
２
〕の
名
古
屋
市
公
民
に
あ
て
た
意
見
書
、
明
治
三
十
七
年
）

や
「
名
古
屋
市
も
上
下
水
道
の
敷
設
、
運
河
の
開
鑿
、
道
路
の
改

修
等
事
業
の
発
展
に
際
し
三
百
年
祭
を
利
用
し
て
博
覧
会
を
開
催

せ
ば
、
人
口
の
殖
え
た
る
は
申
す
に
及
ば
ず
大
に
名
古
屋
の
商
工

業
を
発
展
す
る
考
え
」（「
明
治
四
十
三
年
名
古
屋
開
府
三
百
年
祭

施
行
の
際
名
古
屋
市
に
於
て
勧
業
博
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
」の

建
議
に
関
す
る
山
田
才
吉
氏
〔
注
３
〕
理
由
説
明
、
明
治
四
十
年
）

な
ど
、
単
に
名
古
屋
開
府
三
百
年
を
祝
賀
す
る
の
み
な
ら
ず
、
名

古
屋
市
に
お
い
て
大
規
模
な
博
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

市
政
資
料
館
20
周
年
記
念
事
業

〝
今
、
古
（
い
に
し
え
）に
想
い
を
馳
せ
る
〞

「
秘
蔵
！
名
古
屋
開
府
三
百
年
紀
念
祭
〜
世
紀
を

超
え
て
蘇
る
女
神
の
微
笑
み
〜
」
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大
都
市
・
近
代
都
市
へ
の
脱
皮
を
図
り
、
名
古
屋
市
の
飛
躍
的
発

展
を
期
待
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
注
２
〕

初
代
名
古

屋
区
長
。
名
古
屋
港

開
鑿
や
東
京
〜
京
都

間
の
幹
線
鉄
道
路
に

つ
い
て
旧
中
仙
道
沿

い
に
敷
設
が
決
定
済

み
で
あ
っ
た
も
の
を

現
在
の
東
海
道
ル
ー
ト
に
変
更
す
る
た
め
心
血
を
注
い
だ
。
名
護

屋
停
車
場
（
笹
島
駅
ス
テ
ン
シ
ョ
、
名
古
屋
駅
の
前
身
）
を
開
き
、

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
広
小
路
の
拡
幅
・
延
伸
の
中
心
人
物
と
し
て

活
躍
し
た
が
、
区
民
に
高
額
の
寄
付
を
求
め
た
こ
と
か
ら
非
難
の

声
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
将
来
を
見
据
え
た
近
代
名
古

屋
の
発
展
の
礎
を
築
い
た
人
物
と
し
て
、「
名
古
屋
の
恩
人
」
と
称

さ
れ
て
い
る
。

前
段
に
引
用
し
た
意
見
書
で
は
、
開
府
三
百
年
を
祝
賀
す
る
の

み
で
は
祖
先
に
対
し
て
無
責
任
極
ま
り
な
く
、
後
世
無
能
と
非
難

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
こ
れ
を
機
に
、
中
京
（
い
わ
ば
今
で
い

う
「
セ
ン
ト
ラ
ル
ジ
ャ
パ
ン
」）の
中
枢
都
市
と
し
て
、
国
内
・
国
外

に
誇
れ
る
大
商
業
都
市
、
物
資
流
通
の
拠
点
地
と
な
る
よ
う
努
め

る
べ
き
と
の
ほ
と
ば
し
る
ほ
ど
の
思
い
を
切
々
と
訴
え
て
い
る
。

〔
注
３
〕

山
田
才
吉
氏
は
、
守
口
漬
の
考
案
者
と
し
て
知
ら
れ
る

が
、
現
港
区
竜
宮
町
付
近
に
「
名
古
屋
教
育
水
族
館
」
と
旅
館
「
南

陽
館
」
を
、
現
中
区
栄
五
丁
目
付
近
に
「
東
陽
館
」（
集
会
・
宴
会
場

で
は
あ
る
が
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
の
様
相
を
有
す
る
当
時

と
し
て
は
奇
抜
な
施
設
）
を
建
設
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
文
字
通

り
の
才
人
（
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
）。

３
「
名
古
屋
開
府
三
百
年
紀
念
会
」の
実
施
し
た

事
業

開
府
三
百
年
を
目
前
に
し
た
明
治
四
十
年
、
第
十
回
関
西
府
県

連
合
共
進
会
の
誘
致
活
動
が
つ
い
に
成
功
し
、
九
月
に
な
る
と
開

府
三
百
年
を
祝
賀
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
加
藤
重
三
郎
名
古
屋
市

長
を
会
長
と
し
、
名
古
屋
市
の
政
財
界
、
旧
華
士
族
な
ど
の
名
士

を
会
員
と
す
る「
名
古
屋
開
府
三
百
年
紀
念
會
」（
以
下
、「
紀
念
会
」

と
い
う
。）が
組
織
さ
れ
た
。

こ
の
紀
念
会
で
は
、
そ
の
会
則
で
以
下
の
よ
う
な
事
業
を
行
う

こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

「
第
一
条
　
本
會
は
明
治
四
十
三
年
名
古
屋
開
府
三
百
年
紀
念

祭
を
挙
行
し
并
に
第
十
回
關
西
府
県
聯
合
共
進
會
の
事
業
を
協

賛
し
各
種
の
事
業
を
施
設（
＝
実
施
）す
る
を
以
て
目
的
と
す
。

第
九
条
　
本
會
に
於
て
施
設
す
べ
き
事
業
概
目
左
の
如
し

一
、
廟
社
建
設

一
、
演
舞
場
、
奏
楽
堂
等
の
建
設

一
、
案
内
記
の
發
行

一
、
各
種
大
會
及
各
種
展
覧
會
開
催

一
、
餘
興
催
し
物
等
の
施
設
又
は
勧
誘

一
、
市
内
各
種
の
装
飾

一
、
記
念
繪
葉
書
の
發
行

一
、
来
観
者
に
対
す
る
用
意

一
、
名
所
舊
蹟
の
發
揚

一
、
其
他
必
要
と
認
め
た
る
事
項
」

か
よ
う
に
紀
念
会
は
、
明
治
四
十
三
年
に
「
名
古
屋
開
府
三
百

年
紀
念
祭
」
を
挙
行
す
る
主
体
と
し
て
組
織
さ
れ
る
と
と
も
に
、

共
進
会
の
場
を
利
用
し
て
、『
大
名
古
屋
博
覧
会
』の
開
催
を
実
現

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

目
的
の
第
一
の
「
開
府
三
百
年
紀
念
祭
」の
挙
行
に
つ
い
て
言
え

ば
、「
廟
社
建
設
」
は
諸
般
の
事
情
に
よ
り
こ
の
年
に
建
設
す
る
こ

と
は
叶
わ
な
か
っ
た（
後
の
大
正
期
に
お
け
る
尾
陽
神
社
の
建
立

が
こ
れ
に
当
た
る
。）が
、
名
古
屋
城
を
望
む
第
三
師
団
東
練
兵
場

に
神
殿
を
設
け
、
徳
川
義
直
公
が
名
古
屋
に
入
城
し
た
四
月
十
二

日
に
因
み
、
十
二
、
十
三
の
両
日
記
念
大
祭
が
盛
大
に
挙
行
さ
れ

た
。注

目
を
浴
び
た
の
は
、
市
尋
常
（
高
等
）
小
学
校
三
年
以
上
に
在

学
す
る
男
女
生
徒
二
千
名
以
上
が
こ
の
日
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た

「
名
古
屋
開
府
三
百
年
祭
の
歌
」（
上
田
万
年
作
詞
、
岡
野
貞
一
作

曲
）
を
歌
い
な
が
ら
記
念
旗
を
打
ち
振
り
式
場
前
に
整
列
し
、
参

拝
し
た
光
景
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
記
念
大
祭
の
終
了
後
に
行
わ
れ
た
余
興
で
は
、
市
中
の

祭
車
（
山
車
）
二
十
五
両
が
整
列
し
、
未
曾
有
の
壮
観
を
呈
す
る
の

み
な
ら
ず
、
流
鏑
馬
、
獅
子
舞
、
剣
舞
、
自
転
車
競
走
、
夜
に
は

花
火
な
ど
の
余
興
が
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
、
観
覧
者
は
文
字
に
表

現
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
雑
（
当
時
の
新
聞
に
は
十
万
人
の
人
出
と

あ
る
。）と
な
り
、
開
市
以
来
の
賑
わ
い
と
な
っ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
は
、
四
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
の
間
、
北
は
宮
城
県
、

山
形
県
、
南
は
宮
崎
県
の
花
火
師
が
一
堂
に
会
し
、
北
海
道
か
ら

台
湾
ま
で
の
出
品
に
よ
る
尺
玉
以
上
二
百
七
十
五
発
を
含
む
三
千

五
百
発
余
り
の
花
火
が
披
露
さ
れ
た
「
大
日
本
花
火
大
会
」
が
催

さ
れ
、
何
万
人
も
の
観
客
が
押
し
寄
せ
て『
空
前
の
光
景
』と
な
り
、

花
火
の
轟
音
と
観
覧
者
の
拍
手
・
歓
声
は『
天
地
を
振
動
す
る
が

如
し
』で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
名
古
屋
市
が
共
進
会
に
「
協
賛
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、

吉田禄在氏



7

「
産
業
見
本
市
（
品
評
会
）」
と
し
て
の
性
格
に
、
一
般
入
場
者
向
け

施
設
の
建
設
、
大
規
模
か
つ
多
彩
な
余
興
の
実
施
、
一
般
向
け
娯

楽
施
設
や
展
覧
会
な
ど
へ
の
補
助
、
広
報
宣
伝
な
ど
を
通
じ
て
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
と
し
て
の
彩
を
添
え
る
こ
と
と
な
り
、
市

内
外
の
一
般
大
衆
に
も
広
く
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
「
博
覧
会
」

と
し
て
の
様
相
を
持
つ
も
の
へ
と
変
貌
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
以
下

に
詳
述
す
れ
ば
、

共
進
会
会
場
内
に
「
永
久
的
建
築
」
と
し
て
、
外
郭
は
八
角
形

で
美
濃
産
白
花
崗
岩
を
用
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の「
奏
楽
堂
」
が

建
て
ら
れ
、
周
囲
に
は
楽
譜
（
君
が
代
）を
デ
ザ
イ
ン
し
た
鉄
柵
が

設
け
ら
れ
た
。（
現
在
の
も
の
は
再
建
さ
れ
た
も
の
な
が
ら
当
時

の
様
式
に
従
っ
て
い
る
。）

こ
の
奏
楽
堂
で
は
、
昼
夜
に
亘
り
、
雨
天
等
の
十
五
日
間
を
除

き
、
君
が
代
ほ
か
の
和
曲
の
み
な
ら
ず
「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」、「
歌
劇

フ
ァ
ウ
ス
ト
抜
す
い
」「
星
条
旗
は
永
遠
な
り
」
な
ど
な
じ
み
の
欧

米
に
由
来
す
る
行
進
曲
、
舞
曲
が
数
多
く
連
日
演
奏
さ
れ
た
。

演
舞
場
た
る
「
舞
踊
館
」
は
結
果
的
に
「
名
古
屋
舞
踊
会
」
が
設

置
す
る
も
の
へ
の
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
西
川

石
松
の
指
導
の
も
と
、
新
作
（
新
曲
花
景
色
、
伊
達
浴
衣
、
雪
、
誉

れ
の
石
引
、
黄
金
の
鯱
、
坪
内
逍
遙
の
作
に
な
る
俄
仙
人
）
を
初

め
と
す
る
名
古
屋
踊
が
連
日
昼
夜
に
亘
り
披
露
さ
れ
、
好
評
を
博

し
た
。

さ
ら
に
は
、
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
噴
き
あ
が
る
「
噴
水

塔
」（
現
存
）が
「
永
久
的
建
築
物
」
と
し
て
会
場
正
門
前
に
、「
胡

蝶
ヶ
池
」
に
「
鈴
菜
橋
」（
改
築
）が
紀
念
会
の
手
に
よ
り
建
設
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、「
貴
賓
館
（
待
賓
館
）」
は
、
当
初
「
紀
念
会
」
が
建
築
す
る

計
画
が
あ
っ
た
が
、
名
古
屋
市
自
ら
が
会
場
内
東
南
高
台
（
通
称

「
吉
田
山
」、
吉
田
禄
在
ゆ
か
り
の
地
）に
建
築
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
一
方
、
そ
の
運
営
は
愛
知
県
協
賛
会
と
紀
念
会
が
行
い
、
皇

太
子
殿
下
初
め
多
数
の
皇
族
ほ
か
の
賓
客
を
も
て
な
し
た
。（
建

物
は
室
町
様
式
〜
す
な
わ
ち
金
閣
寺
を
模
し
た
も
の
〜
で
「
永
久

建
築
物
」
と
し
て
建
て
ら
れ
た
が
、
惜
し
く
も
戦
災
に
よ
り
失
わ

れ
て
い
る
。）

出
版
関
係
で
は
、「
案
内
記
」
と
し
て
、
和
英
両
文
併
記
の
写
真

入
案
内
書
「
名
古
屋
案
内
」
が
作
成
さ
れ
関
係
者
に
配
布
さ
れ
る

と
と
も
に
、
一
枚
刷
り
の
「
名
古
屋
案
内
（N

oted
S
ig
h
ts
of

N
agoya

）」が
作
成
さ
れ
、
市
内
各
旅
館
、
全
国
各
市
、
郡
、
満
州
、

韓
国
、
台
湾
各
庁
、
汽
船
会
社
な
ど
に
配
布
さ
れ
、
共
進
会
の
紹

介
と
と
も
に
名
古
屋
の
名
所
、
旧
跡
を
内
外
に
広
く
Ｐ
Ｒ
す
る
素

材
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
初
代
藩
主
徳
川
義
直
公
の
遺
功
を
讃
え
る
「
尾
張
敬

公
」、
開
府
三
百
年
の
歴
史
を
ま
と
め
て
記
述
し
た「
名
古
屋
史
要
」

が
制
作
さ
れ
、
現
在
に
お
い
て
も
こ
の
出
版
物
は
過
去
の
名
古
屋

を
知
る
上
で
貴
重
な
資
産
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
展
覧
会
関
係
で
は
、
紀
念
会
か
ら
補
助
金
を
交
付
す
る

な
ど
に
よ
り
、
会
場
外
各
地
で
、
約
二
十
万
四
千
人
の
観
覧
が
あ

っ
た
「
教
育
品
展
覧
会
」、
黒
田
清
輝
を
審
査
員
に
招
い
た
「
新
古

美
術
展
覧
会
」、「
古
武
器
展
覧
会
」、「
熱
田
宝
物
展
覧
会
」、「
覚
王

山
日
暹
（
泰
）
寺
宝
物
展
覧
会
」、「
大
竜
寺
宝
物
展
覧
会
」、
豊
太

閤
、
加
藤
清
正
ゆ
か
り
の
品
々
を
展
示
し
た
「
中
村
展
覧
会
」、
共

進
会
会
場
に
ほ
ど
近
い
前
津
小
林
の
「
今
泉
動
物
園
」（
ス
ペ
イ
ン

か
ら
の
ヒ
グ
マ
の
展
示
な
ど
通
常
の
規
模
を
拡
大
し
た
。）な
ど
が

開
催
さ
れ
た
。

余
興
と
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
「
奏
楽
」、「
名
古
屋
踊
」の
披
露

の
ほ
か
、
最
新
科
学
技
術
に
よ
り
日
露
戦
争
の
旅
順
海
戦
を
再
現

し
、
約
十
八
万
人
の
観
覧
を
得
た
「
旅
順
海
戦
館
」、
天
女
が
空
中

に
舞
う
演
出
を
施
し
約
七
万
五
千
人
の
入
場
が
あ
っ
た
「
天
女
館
」

へ
の
補
助
、
五
月
後
半
と
閉
幕
前
に
竜
ヶ
池
、
胡
蝶
ヶ
池
で
行
わ

れ
た
花
火
打
上
げ
、
加
藤
清
正
が
跨
り
、
夜
間
装
飾
を
施
し
た
石

曳
車
が
百
名
を
超
え
る
芸
妓
と
と
も
に
会
場
内
を
パ
レ
ー
ド
す
る

「
誉
の
石
曳
」、
能
楽
堂
で
の
「
狂
言
披
露
」、
会
期
終
了
近
く
に
行

わ
れ
た
「
福
引
」（
六
月
八
日
は
「
第
三
回
名
古
屋
デ
ー
」
と
し
て

数
々
の
余
興
も
行
わ
れ
た
た
め
、
一
日
の
入
場
者
が
十
四
万
六
千

六
百
人
以
上
と
な
り
、
会
期
中
最
高
の
人
出
と
な
っ
た
。）な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ
た
が
、
会
期
末
の
仮
装
行
列
（
六
月
六

日
、
七
日
）は
特
筆
す
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

県
、
市
、
紀
念
会
役
員
五
百
名
以
上
が
一
堂
に
集
ま
り
、
く
じ

引
き
で
決
め
ら
れ
た
英
雄
・
豪
傑
に
扮
し
、
会
場
正
門
を
出
発
し
、

六
日
は
、
奏
楽
堂
を
出
発
式
を
行
い
、
正
門
か
ら
栄
方
面
に
向
か

い
市
役
所
で
万
歳
三
唱
、
東
照
宮
に
参
拝
し
た
後
会
場
に
戻
り
、

七
日
は
会
場
か
ら
熱
田
神
宮
に
参
拝
し
た
後
会
場
に
戻
る
と
い
っ

た
順
路
で
市
内
を
練
り
歩
い
た
が
、「
至
る
と
こ
ろ
そ
の
異
装
に

驚
嘆
し
、
拍
手
万
歳
全
市
沸
く
が
ご
と
き
盛
況
を
呈
」
し
た
。

装
飾
に
関
し
て
は
、
先
ず
も
っ
て
紀
念
会
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

会
場
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
華
や
か
さ
を
述
べ
ね
ば
な
る
ま
い
。

過
去
の
共
進
会
で
も
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
施
さ
れ
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
会
期
中
全
て
を
通
じ
夜
間
照
明
が
施
さ
れ
た
事
例
は
な

く
（
政
府
主
催
の
「
内
国
勧
業
博
覧
会
」
で
は
過
去
に
事
例
が
あ
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る
。）、
か
つ
正
門
、
本
館
、
広
告
塔
、
特
許
館
、
機
械
館
其
の
他

に
合
わ
せ
て
一
万
六
千
灯
以
上
の
電
球
が
灯
さ
れ
た
こ
と
は
空
前

絶
後
で
あ
っ
た
。
広
告
塔
に
は
会
場
内
を
照
ら
し
出
す
サ
ー
チ
ラ

イ
ト
も
紀
念
会
に
よ
り
取
り
付
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
会
期
中
通

じ
て
夜
間
開
場
が
可
能
と
な
っ
た
。

ま
た
、
会
期
中
は
名
古
屋
瓦
斯
株
式
会
社
が
市
内
の
主
要
幹
線

道
路
に
ガ
ス
燈
を
設
置
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
付
記
す
る
な
ら
ば
、
紀
念
会
は
上
記
の
ほ
か
、
関
係
各

所
に
働
き
か
け
、
名
古
屋
城
天
守
閣
拝
観（
当
時
は「
名
古
屋
離
宮
」

で
あ
っ
た
た
め
、
一
般
人
が
入
場
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
）を

実
現
さ
せ
、
八
万
二
百
九
十
人（
外
国
人
三
百
九
十
二
人
を
含
む
。）

が
こ
の
恩
恵
に
浴
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

正門前の混雑（閉幕前、福引、余興が盛んに行われ入場者が殺到した頃のもの。）

名古屋開府三百年紀念祭余興（山車）（名古屋市鶴舞中央図書館所蔵）
※七間町源氏車を先頭に25台が整列。これらの山車は戦災でほとんどが失われている。

名古屋開府三百年紀念祭余興（山車）
※山車と観衆の雑踏で砂埃が舞い上が
り、人々は真っ白になってしまった
という。

名古屋開府三百年紀念祭
※緑の門で、中央の額には「開府三百年記念」とある。
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正門内女神像
※ここにも女神が登場。
右手にラッパを、左手に月桂樹を持つ。

紀念会が設置したイルミネーションに彩られた正門前夜景。左は高さ55メートルの広告塔。
※正門、本館、特許館、機械館、広告塔などに１万６千以上の電灯を閉幕まで灯し続けた。

名古屋市が建設した貴賓館
※金閣寺を模した総檜仕立の壮麗な建物。

紀念会が装飾に携わった貴賓館内部
※本霞棚、高蘭等装飾にこだわった書院

紀念会の建築による奏楽堂
※名古屋高等工業学校教諭鈴木禎次氏の設計による。一時簡素
なものに改築されたが、平成９年に再建。

噴水塔のある正門前、遠景城様の建物は愛知県売店
※正門は左方向になる。広告塔、各府県売店、噴水塔は会場外に設
置された。噴水塔も同じく鈴木教諭の設計。大理石の円柱に奇岩
をめぐらす和洋折衷の様式。
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名古屋踊（新曲「雪」の一場面）
※市内芸姑約千人が西川石松の指導により連日昼夜にわたり演じたもので、能狂言の妙味を加えた独特の
「名古屋踊」は、皇族、内外名家の来観も多く、好評を博したという。

天　女　館
※金髪の米人女優が空中を舞った。

旅順海戦館（左） 同夜景（右）
※米国最新科学技術とメカニックにより、光・音響を用いて海戦をパノラマ映像で再現
したもののようである。皇太子始め皇族も観覧し、最も入場者の多かった施設。

名古屋踊などが演じられた舞踏館 舞　踏　館　の　夜　景

鈴　菜　橋
※胡蝶ヶ池に架かる檜造りの太鼓橋。現在はコンクリート製。

仮　装　行　列
※仮装行列に呼応するように、市中の市民も変装行列、
みこし、石挽き車などを繰り出し、黒山の人だかりで
広小路がマヒしたという。



11

４
　
結
語

最
後
に
、「
開
府
三
百
年
紀
念
大
祭
」「
第
十
回
関
西
府
県
連
合

共
進
会
」
の
規
模
が
い
か
に
大
規
模
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
数

字
で
追
っ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

上
に
掲
げ
た
表
は
、
当
時
の
名
古
屋
、
千
種
、
熱
田
の
三
駅
で

の
乗
降
客
数
で
あ
る
が
、
開
府
三
百
年
記
念
大
祭
開
催
日
は
、
前

年
同
期
比
で
各
駅
三
倍
以
上
、
全
国
花
火
大
会
開
催
日
は
同
じ
く

四
倍
以
上
、
共
進
会
開
会
中
は
概
ね
二．

五
倍
に
膨
れ
上
が
っ
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

次
に
、
こ
れ
を
市
内
の
宿
泊
者
数
で
見
る
と
、
同
様
に
、
開
府

三
百
年
記
念
大
祭
、
全
国
花
火
大
会
開
催
時
は
共
進
会
開
会
中
で

も
と
り
わ
け
宿
泊
者
が
多
く
、
遠
方
か
ら
来
名
し
た
者
も
多
く
あ

り
、
県
外
の
関
心
も
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
こ
の
共
進
会
の
開
催
に
よ
る
経
済
的
効
果
に
つ
い
て
大

阪
市
が
公
式
記
録
に
遺
し
（
但
し
、

数
字
は
残
務
整
理
中
の
た
め
正
確
で

は
な
い
と
断
っ
て
い
る
。）て
お
り
、
会

期
中
の
収
入
の
増
加
状
況
を
例
を
挙

げ
れ
ば
、
中
表
の
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
ま
た
、
期
間
中
に
電
話
の
新
設

が
五
百
七
十
八
件
に
及
ん
だ
こ
と
、

人
力
車
の
一
日
当
た
り
収
入
が
以
前

は
五
十
〜
八
十
銭
で
あ
っ
た
も
の
が

会
期
中
は
一
円
か
ら
一
円
五
十
銭
と

急
騰
し
た
こ
と
、
家
賃
、
日
用
品
、

建
築
材
料
、
賃
金
が
い
ず
れ
も
高
騰

し
た
こ
と
、
宿
泊
者
数
は
五
倍
に
達

し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
関
西
府
県
連
合
共
進
会
の

規
模
に
つ
い
て
、
過
去
開
催
の
九
回

の
う
ち
で
、
最
大
規
模
の
も
の
は
明

治
四
十
年
三
重
県
津
市
で
開
催
さ
れ

た
第
九
回
で
あ
る
の
で
こ
れ
と
の
比

較
を
行
う
と
、
上
の
よ
う
に
な
り
、

参
加
府
県
数
、
開
会
日
数
、
出
品
点

数
、
観
覧
者
数
、
経
費
い
ず
れ
を
と

っ
て
も
飛
躍
的
な
規
模
と
な
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
名
古
屋
市
開
府

明治４３年 ４９，２７６ ８０，７８０ １，４７７，０２５

名 古 屋 明治４２年 １５，３７７ １９，６９０ ６０４，１０３

増乗降客数 ３３，８９９ ６１，０９０ ８７９，９２２

明治４３年 ５，１９２ １０，５４１ １６２，２８９

千　　種 明治４２年 １，７１１ ２，３５９ ６４，０１６

増乗降客数 ３，４８１ ８，１８２ ９８，２７３

明治４３年 １１，００４ １９，６６３ ３５８，３７６

熱　　田 明治４２年 ２，７９１ ４，１１９ １２８，４７４

増乗降客数 ８，２１３ １５，５４４ ２２９，９０２

明治４３年 ６５，４７２ １１０，９８４ １，９９７，６９０

３ 駅 計 明治４２年 １９，８７９ ２６，１６８ ７９６，５９３

増乗降客数 ４５，５９３ ８４，８１６ １，２０８，０９７

明　治４３年 ４１，１６２ ８４，２６１ ９０１，２４６

明　治４２年 ９，２８２ １３，４０２ ３７３，５５４

増宿泊者数 ３２，８８０ ７０，８５９ ５２７，６９２

（増　加　率） （４．４倍） （６．３倍） （２．４倍）

明治43年会期中収入 明治42年同期収入 差　　　引

鉄道旅客収入 ４１７，４７３円 ２２０，０３０円 １９７，４４３円

貨　車　収　入 １６０，５８５円 ９７，２７５円 ６３，３１０円

運 送 業 収 入 １２４，６０７円 １１３，７００円 １０，９０７円

第九回（三重県） 第十回（愛知県）

参 加 府 県 ２府２０県 ３府２８県（東京府等関東含む）

開 会 日 数 ６０日（それ以前は５０日） ９０日

出 品 点 数 ７５，９０２点 １２９，７６６点（７１％増）

出 品 人 員 ５０，６３２人 ８５，９８６人（７０％増）

観 覧 人 員 ７７９，５６６人 ２，６３２，７４８人（約３．４倍）

経　　　　費 約１６万３千９百円 約７４万９千円（約４．７倍）

駅　名
期　間

乗降客数

４月12、13日

（三百年紀念大祭）

４月15～17日

（全国花火大会）

３月16日～６月13日

（共進会開会中）

期　間

宿泊者数

４月12、13日

（三百年紀念大祭）

４月15～17日

（全国花火大会）

３月16日～６月13日

（共進会開会中）

11
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三
百
年
紀
念
会
は
、
そ
の
事
業
経
費
と
し
て
二
十
六
万
三
千
六
百

円
余
を
支
出
し
て
お
り
、
名
古
屋
の
新
興
市
民
層
が
い
か
に
「
開

府
三
百
年
」
に
情
熱
と
気
概
を
も
っ
て
臨
ん
だ
か
が
窺
い
知
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
も
む
べ
な

る
か
な
、
第
十
回
の
共
進
会
は
、
前
例
を
廃
し
、
経
費
、
出
品
種

類
等
の
計
画
を
主
催
者
た
る
愛
知
県
が
負
担
す
る
こ
と
を
条
件
提

示
し
た
こ
と
、
そ
の
予
算
規
模
は
三
重
県
で
開
催
さ
れ
た
第
九
回

の
実
に
四
倍
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
、「
関
西
」
以
外
に
も
出
品
を

呼
び
か
け
、
関
東
か
ら
も
一
府
八
県
の
参
加
を
見
た
こ
と
、
上
述

の
よ
う
に
工
業
館
以
外
の
見
本
市
施
設
と
し
て
、
林
産
館
、
機
械

館
、
蚕
糸
館
、
特
許
館
な
ど
が
置
か
れ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
特
徴

で
あ
る
が
、
開
府
三
百
年
を
迎
え
る
名
古
屋
市
と
紀
念
会
は
こ
れ

を
側
面
か
ら
全
面
的
に
協
力
し
、
名
古
屋
市
は
会
場
地
の
鶴
舞
公

園
を
無
償
で
提
供
し
、
さ
ら
に
迎
賓
（
待
賓
）
館
を
建
設
し
た
こ

と
、
紀
念
会
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
奏
楽
堂
、
噴
水
塔
、
鈴
菜
橋

を
建
設
し
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
を
設
置
し
、

数
々
の
出
版
を
行
い
、市
内
の
催
し
物
そ
れ
ぞ
れ
に
補
助
を
行
い
、

会
場
内
の
余
興
の
多
く
を
引
き
受
け
る
な
ど
に
よ
り
、
か
ね
て
か

ら
切
望
し
て
い
た
開
府
三
百
年
を
紀
念
す
る『
名
古
屋
大
博
覧
会
』

の
開
催
を
強
く
意
図
し
た
当
時
の
市
民
の
心
意
気
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
の
結
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
十
回
関
西
府
県
連
合
共
進
会
の
開
催
と
市

民
の
機
運
の
盛
り
上
が
り
が
名
古
屋
市
に
大
き
な
経
済
的
影
響
を

も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
の
明
治
四
十
三
年
前
後
の
名

古
屋
市
の
都
市
基
盤
整
備
は
目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
、（
次
葉

「
参
考
年
表
」
参
照
。）
か
く
し
て
名
古
屋
市
は
日
本
枢
要
の
近
代

大
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

※
参
考
文
献

第
十
回
関
西
府
縣
聯
合
共
進
會
記
念
写
真
帖

（
第
十
回
関
西
府
縣
聯
合
共
進
會
愛
知
縣
協
賛
會
）

第
十
回
関
西
府
県
聯
合
共
進
會
事
務
報
告

（
第
十
回
関
西
府
縣
聯
合
共
進
會
事
務
所
）

第
拾
回
関
西
府
縣
聯
合
共
進
會
調
査
報
告
（
大
阪
市
役
所
）

名
古
屋
開
府
三
百
年
紀
念
會
報
告
（
名
古
屋
市
役
所
）

な
ご
や
一
○
○
年
（
名
古
屋
市
総
務
局
）

☆
こ
の
文
章
は
平
成
二
十
一
年
十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
開

催
さ
れ
た
標
記
の
事
業
の
解
説
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。

☆
市
政
資
料
館
閲
覧
室
で
は
、
開
府
三
百
年
記
念
祭
の
関
係
資

料
は
じ
め
名
古
屋
市
史
や
公
文
書
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

資
料
編
刊
行
計
画
（
予
定
）

平
成
二
十
二
年
度
　
近
世
３

平
成
二
十
三
年
度
　
現
代

平
成
二
十
四
年
度
以
降考

古
２
・
近
代
３

55555555

55555555

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

名古屋城の築城300年を祝って開催された「名古屋開府三百年紀念祭」

のポスター。この期間には、産業振興のための事業である共進会（第10回

関西府県連合共進会）が開催された。このポスターには写真版で、右から、

上＝「共進会正門」、下＝「豊公・清正誕生遺跡」、「名古屋城」、「名古屋築

港」、「熱田神宮」が載っている。

女性の姿は将来の希望と美しさの点において賞賛に値し、燦然と輝く

金髪に挿した花菖蒲と柏葉は熱心・名誉・時を意味し、左手の手のひらに

眼を描き双翼を広げたデザインの意味は手芸の巧みさ、精密さを表示した

もの。

額縁の波の変化は「名古屋」の語源と言われる「浪越（なみこし～なみご

え）」を表現したものと説明されている。

これらは実業発展、開会の祝意、記念の意味を込めたものという。

また、女性の顔の中央には、紀念会のシンボルマークのメダルが飾られ

ている。
名古屋開府三百年紀念祭　明治43年
（財）吉田秀雄記念事業財団
アド・ミュージアム東京

表
紙
の
説
明

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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m
m

m
m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

12



13

参考年表～明治43年前後の名古屋の都市基盤整備
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明３９（１９０６）

明４０（１９０７）

明４１（１９０８）

明４２（１９０９）

明４３（１９１０）

明４４（１９１１）

明４５（１９１２）

大　元（１９１２）

大　２（１９１３）

大　３（１９１４）

鉄道五千哩祝賀会を名古屋で挙行
上下水道敷設など関係議案可決
巡航博覧会船ろせった丸、熱田港に入港
名古屋電力㈱設立
名古屋瓦斯㈱設立
今泉動物園開設
瀬戸電気鉄道㈱、大曽根－瀬戸間列車運転開始
愛知郡熱田町を市域に編入
熱田港を名古屋港と改称、名古屋港、開港場に指定さる。
名古屋瓦斯㈱、市内に初めてガス供給
名古屋港第１号埋立工事竣工
東・西・南・中の四区制実施
栄町から熱田伝馬町までの熱田街道改修竣工
名古屋電氣鉄道㈱熱田線、栄町－熱田駅前間開通。市内三駅の連絡なる。
上下水道付設、（鶴舞）公園新設、精進川改修のための起債、英80万£。
愛知郡千種町の一部と御器所村の一部を市域に編入
中区鶴舞町に鶴舞公園開園
精進川（新堀川）改修竣工
名古屋市歌制定
いとう呉服店、栄町の新店舗で営業開始
第十回関西府県聯合共進会開催（３月16日～６月13日）
名古屋瓦斯㈱、市中幹線道路にガス街灯を設置（共進会開催中）
名古屋教育水族館、竜宮町に開設
上水道創設工事に着手
名古屋電燈㈱、名古屋電力㈱と合併、名古屋電灯㈱となる。
名古屋港５号地埋め立て完成
愛知県賞品陳列館開館式挙行
名古屋港第一期工事完成
西柳町～名古屋港までの江川道路改修竣工
中央線大曽根駅営業開始
名古屋駅－名古屋港間貨物線（臨港線）開通
中央線全線開通祝賀式を鶴舞公園で挙行
下水道工事に着手
瀬戸電氣鉄道㈱、土居下－堀川間開通
愛知電気鉄道㈱開業、伝馬町－大野町間開通
し尿汲み取り、市営開始
尾張電気鉄道㈱、千種－興正寺前開通
名古屋電気鉄道㈱、最初の郡部線開通
下之一色電車軌道㈱設立
名古屋電気鉄道㈱、江川線と東海道線、中央線との立体交差工事完成
市内に公衆電話がはじめて設置
私立名古屋図書館鶴舞に開館
堀川納屋橋竣工
名古屋土地㈱軌道部線、明治橋－中村公園開通
堀川景雲橋竣工
熱田貯木場完成
名古屋電気鉄道㈱、押切町－柳橋間に郡部線乗入れ開始。柳橋が始発駅に。
下之一色電車鉄道㈱、尾頭橋―下之一色間開業
名古屋電気鉄道㈱、津島線枇杷島橋―新津島間開通
名古屋国技館開館
上水道創設工事一部を残し竣工
上水道第一期拡張工事竣工
八事山の墓地、葬儀場使用開始
上水道給水開始

年 主　　な　　事　　項
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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、明治から昭和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21年度は、昭和53年度までに完結し整理の終了した公文書244簿冊を新たに公開しました。このうち、21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、
9,648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

「換地説明書並特別処分調書　豊郷土地区画整理組合」（昭和21年度）

「換地説明書　呼続耕地整理組合」（昭和24年度）

「復興土地区画整理事業　中第１工区 公共施設用地調書（道路）」（昭和40年度）

「岩塚土地区画整理組合 換地処分通知について（道路）」（昭和41年度）

「復興土地区画整理事業　中第６・８工区 移管道路調書（道路）」（昭和49年度）

「第16次地方制度調査会資料」（昭和50年度）

「高速度鉄道第２号線」（昭和52年度）

「大都市問題国際研究フォーラム資料綴 昭和54年２月」（昭和53年度）

「私学助成（設置者補助） 昭和53年度」（昭和53年度）

「十大都市事務管理主管者会議綴　昭和53年度」（昭和53年度）

「基金関係綴　昭和51～53年度」（昭和53年度）

「昭和53年度 十都市公債主管者会議」（昭和53年度）

「昭和51年度起 公債特別会計等調定通知書」（昭和53年度）

「名古屋都市計画中央卸売市場変更決裁綴」（昭和53年度）

「名鉄瀬戸線栄延長線建設工事線路概要」（昭和53年度）

「都市計画道路事業認可綴」（昭和53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58,057冊（平成21年12月末時点）を利用できます。

○「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）。

○新修名古屋市史講演会の開催
平成20年に刊行した『新修名古屋市史』資料編「自然」の執筆者による講演を3回開催し、延べ83名の

方が参加されました。主な内容は、次のとおりです。
平成21年10月31日（土） 「水田がはぐくむ生物多様性」

愛知県農業総合試験場　田中雄一氏
「COP10を迎えて─名古屋のため池の生物多様性─」
愛知学泉大学コミュニティ政策学部　教授　矢部　隆氏

平成21年11月21日（土） 「水災害と名古屋のまち」
大同大学都市環境デザイン学科　准教授　鷲見哲也氏

「名古屋の活断層直下型地震を考える」
信州大学教育学部　准教授　廣内大助氏

平成22年1月23日（土） 「着生植物と大気汚染」
愛知県環境審議会　専門調査員　成田　務氏

「名古屋の昆虫と生物多様性」
名古屋市高年大学鯱城学園　教授　田中多喜彦氏
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上材木町団扇絵
（名古屋市博物館所蔵）

森高雅が江戸末期の名古屋

の風物を描いた「名古屋名所

団扇絵集」の一枚。

賑やかに盆灯籠を掲げる道

の両側に、彼らが扱う巨大な

木曽材が並ぶ。

資
料
編
「
近
世
２
」
刊
行
の
お
知
ら
せ

資
料
編
「
近
世
２
」
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
本
文
編

第
三
巻
と
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

資
料
編
「
近
世
２
」
刊
行
に
あ
た
っ
て

「
近
世
２
」
編
集
委
員
　
林
　
董
一

資
料
編
近
世
全
三
巻
の
う
ち
、
さ
き
の
「
近
世
１
」
に
引
き
続
き
、「
近
世
２
」
が

刊
行
さ
れ
ま
す
。

「
近
世
２
」
は
本
文
編
第
三
巻
に
対
応
す
る
も
の
で
、
近
世
前
期
、
尾
張
徳
川

家
初
代
義
直
の
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）、
名
古
屋
開
府
か
ら
、
八
代
宗
勝
の

治
世
に
至
る
資
料
を
採
録
し
ま
す
。
た
だ
し
、
藩
士
の
勤
務
と
生
活
、
お
よ
び

寺
社
と
人
び
と
の
信
仰
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
読
解
の
便
宜
に
配
慮
し
て
、
近
世

全
般
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
下
記
の
と
お
り
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
資
料
編
と
い
う
と
、
文
字
が
な
ら
び
堅
苦
し
く
難
解
と
の
印
象

を
受
け
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
た
だ
く
と
、
そ
こ
に
は
藩
主

の
遺
言
状
あ
り
、
あ
る
町
の
家
並
み
、
住
民
の
一
覧
あ
り
、
藩
士
の
東
海
道
旅

行
記
あ
り
、
藩
士
の
家
の
年
中
行
事
あ
り
、
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
記
述
が
詰

め
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
近
世
２
」
公
刊
の
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）は
、
開
府
四
〇
〇
年
の
記
念

す
べ
き
と
き
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
巻
が
、
高
楼
の
金
鯱
も
実
見
し
た
で
あ
ろ

う
、
城
下
町
の
着
実
な
発
展
を
跡
づ
け
る
、
生
き
た
証
人
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

体
裁
　
Ｂ
５
判
　
約
千
頁
　
上
製
本
　
箱
入
り

（
平
成
二
十
二
年
五
月
販
売
開
始
予
定
）

定
価
　
四
千
五
百
円
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公共 
交通機関を 
ご利用下さい 

所 在 地／〒461-0011　名古屋市東区白壁一丁目3番地 
　　　　　〈TEL〉052-953-0051 〈FAX〉052-953-4398 
交通案内／地下鉄名城線「市役所」下車　東へ徒歩8分 
　　　　　市バス「清水口」下車　南西へ徒歩8分 
　　　　　市バス「市役所」下車　東へ徒歩8分 
　　　　　市バス・メーグル「市政資料館南」下車  北へ徒歩5分 
　　　　　名鉄瀬戸線「東大手」下車　南へ徒歩5分 
開館時間／午前9：00～午後5：00 
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 
U  R  L／http://www.city.nagoya.jp/shisei/ippan/siryokan/ 
公文書目録のダウンロードや集会室（半日1,000円～）・展示室（全日1,000円～）の予約状況などがご覧いただけます。 
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