
こ

の

地
方
制
度
の

変
更
＝

「
近
代
」
的
地
方
自
治
制
度
の

創
出
の

過
程
は
、

全
国
に

共
通
す
る
も
の

で

あ
る
と
は
い

え
、

県
下
の

各
地
域
と
民
衆

に

す
く
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
あ
た
え
て
い

た
。

な
か
で

も
、

廃
藩
置
県
の

結
果
、

今
日
の

神
奈
川
県
域
に

は
神
奈
川
県
・

六
浦
県
・

荻
野
山
中
県
、

そ

れ
に

小
田
原
県
が
誕
生
し
た
。

こ

の

割
り
ふ
り
の

う
ち
、

小
田
原
県
は
、

た
だ
ち
に

足
柄
県
に

変
更
と
な
り
、

こ

こ

に

は
、

足
柄
上
・

足
柄
下
、

高

座
、

愛
甲
、

津
久
井
、

大
住
、

淘
綾
の

相
模
国
七
郡
に

新
し
く
伊
豆
の

国
が
は
い

り
、

ま
た
、

東
の

神
奈
川
県
は
、

相
模
国
の

三
浦
、

鎌
倉
両
郡
と

武
蔵
国
の

橘
樹
、

都
筑
、

久
良
岐
の

三
郡
を
ま
ず
そ
の

管
下
に
お
き
、

や
が
て
、

足
柄
県
下
の

高
座
郡
と
武
蔵
国
の

多
摩
郡
を
編
入
し
、

こ
こ

に

神

奈
川
・

足
柄
の

二
つ

の

県
域
が
で

き
あ
が
っ

た
こ

と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

問
題
は
、

こ

の

う
ち
小
田
原
に

県
庁
を
設
置
し
た
足
柄
県
が
、

ほ

ぼ
四
年
半
の

後
に

廃
止
に

な
り
、

太
政
大
臣
三
条
実
美
名
の

達
で

「
伊
豆
国
ヲ

静
岡
県
江
相
摸
国
ノ

分
ハ

神
奈
川
県
」
に

分
属
す
る
こ

と
と
な
り
、

し
た
が
っ

て
、

そ
れ
ぞ
れ
の

「
土
地
人
民
」
も
神
奈
川
、

静
岡
の

両
県
に

所
属
す
る
こ

と
に

な
っ

た
そ
の

決
定
で

あ
る
。

こ

の

結
果
、

小
田
原
駅
を

ふ
く
め
て

相
摸
国
は
神
奈
川
県
に

属
す
る
こ

と
と
な
り
、

こ

の

措
置
を
め
ぐ
っ

て
、

小
田
原
周
辺
の

在
住
者
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
て
い

た
。

そ
の

事
情
は
、

県
令
柏
木
忠
俊
が

韮
山
に

去
る
に

あ
た
っ

て
、

柏
木
個
人
と
県
令
と
し
て
の

彼
の

実
績
に

た
い

す
る
小
田
原
の

人
び
と
の

哀
惜
の

気
持
と

廃
県
へ

の

悲
哀
の

よ
う
す
を
告
げ
る
文
書
の

な
か
か
ら
読
み
と
る
こ

と
が
で

き
る
し
、

そ
の

後
、

足
柄
県
再
興
運
動
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い

る
事

実
か
ら
知
る
こ

と
が
で

き
る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
八
・

九
）。

足
柄
県
の

中
心
地
で

あ
る
小
田
原
地
域
が
政
府
の

手
で

強
引
に

神
奈
川
県
に

編
入
さ
せ
ら
れ
た
こ

と
は
、

長
い

間
、

自
立
せ
る
社
会
関
係
を
維
持

し
て

き
た
そ
の

条
件
が
消
え
失
せ
た
こ

と
で

あ
り
、

藩
領
の

伝
統
を
引
き
継
ぎ
足
柄
県
の

中
枢
部
を
形
づ
く
っ

て

き
た
地
域
の

誇
り
を
搔
き
消
さ
れ

た
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の

憤
懣
や
る
か
た
な
い

感
情
は
、

地
域
や
人
び
と
の

間
を
縫
っ

て

そ
の

後
長
い

間
に

わ
た
り
流
れ
て
い

た
と
み
て

よ

い
。

そ
れ
は
、

ま
た
、

制
度
に
よ
っ

て
つ

く
ら
れ
た
県
内
の

東
と
西
と
の

間
の

社
会
風
土
の

違
い

で

も
あ
る
。

こ

の

足
柄
県
の

廃
止
が
県
西
か
ら
県
北
の

在
住
の

人
び
と
に

あ
た
え
た
波
紋
に
勝
さ
る
と
も
劣
ら
な
い

議
論
を
呼
び
お
こ

し
た
の

が
、

さ
き
に

ふ
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れ
か

け
た
三
多
摩
分
離
に

よ
る
神
奈
川
県
域
変
更
の

決
定
で

あ
る
。

三
多
摩
移
管
を
め
ぐ
っ

て
は
、

し
の

ぎ
を
け
ず
る
賛
否
両
論
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い

っ

た
。

賛
成
派
の

主
張
は
、

多
摩
三
郡
有
志
の

境
域
変
更

法
律
案
賛
成
の

「
陳
述
書
」
な
ど
か
ら
あ
き
ら
か

な
よ
う
に
、

物
産
の

運
輸
、

人
間
の

往
来
、

あ
る
い

は
公
務
、

裁
判
、

教
育
、

衛
生
の

便
宜
や
、

地
方
税
の

軽
減
な
ど
の

諸
点
か
ら
考
え
て
、

三
多
摩
の

東
京
府
へ

の

移
管
が
得
策
で

あ
る
と
い

う
根
拠
に

た
っ

て
い

た
。

た
し
か
に

甲
武
鉄
道
の

開

通
以
来
、

三
多
摩
の

交
通
網
と
か
商
工
業
は
、

東
京
へ

の

依
存
を
強
め
て

き
て
い

る
事
実
は
否
定
で

き
な
い
。

こ

の

賛
成
論
に

た
い

し
て
、

た
と
え

ば
、

多
摩
三
郡
町
村
長
の

「
境
域
変
更
反
対
陳
情
書
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

反
対
派
が
訴
え
か
け
て
い

た
の

は
、

三
多
摩
の

東
京
府
へ

の

移
管
法
案

が
、

調
査
の

う
え
で

も
周
到
さ
を
欠
き
、

し
か
も
、

三
多
摩
の

民
衆
の

利
害
を
み
き
わ
め
て
い

な
い

こ

と
を
鋭
く
つ

い

て

い

た
。

ま
た
、

三
多
摩
分

離
の

決
定
が

「
神
奈
川
県
ニ

害
ス

ル

コ

ト

実
ニ

甚
ジ
キ
モ

ノ

」
と
共
通
に

受
け
と
め
ら
れ
て
い

る
そ
の

見
解
を
支
え
て
い

た
理
由
は
、

県
下
の

「
人

情
風
俗
」
が
バ

ラ
バ

ラ
に

な
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
、

県
央
か
ら
県
北
の

養
蚕
農
家
が
か
か
わ
っ

て
い

る
中
心
市
場
で

あ
る
八
王
子
、

さ
ら
に
、

県
下

の

「
財
源
ノ

府
」
で

あ
る
八
王
子
を
失
う
結
果
、

税
の

う
え
で

「
過
重
ノ

負
担
」
に

あ
え
が
ざ
る
を
え
な
い

と
い

う
判
断
に

よ
っ

て
い

た
。

し
か

も
、

地
元
の

多
摩
を
ふ
く
め
て
三
多
摩
分
離
に

反
対
す
る
世
論
の

ほ
う
が
強
か
っ

た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

事
実
、

三
多
摩
の

管
轄
変
え
は
、

神
奈
県
民
に
と
っ

て

あ
き
ら
か
に

不
利
で

あ
っ

た
。

そ
れ
は
、

地
方
税
の

負
担
が
増
加
し
た
こ

と
と
、

民
力
の

低
下
を
も
た
ら
し
て

い

っ

た
事
情
か
ら
み
て

も
否
定
で

き
な
い
。

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

神
奈
川
県
知
事
が
東
京
府
知
事
と
と
も
に

こ

の

措
置
に

積
極

的
で

あ
っ

た
の

は
、

か
つ

て

自
由
民
権
運
動
の

推
進
力
と
な
り
、

県
会
を
牛
耳
っ

て
い

た
自
由
党
の

強
力
な
地
盤
の
一

つ

で

あ
る
三
多
摩
を
分
離
す

る
こ

と
が
得
策
で

あ
る
と
い

う
政
治
的
配
慮
が
は
た
ら
い

て
い

た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

こ

の
こ

と
は
、

三
多
摩
移
管
に
つ

い

て
、

内
海
忠
勝
知
事
側
に

加
担
す
る
改
進
党
に

た
い

し
て
、

自
由
党
が
猛
烈
に

反
対
し
て

い

た
事
情
か
ら
も
推
定
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

そ
れ
に

し
て

も
、

三
多
摩
の

東
京
府

へ

の

移
管
は
、

後
々

ま
で

県
民
に

と
っ

て

経
済
上
、

社
会
生
活
上
後
遺
症
を
も
た
ら
す
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

傾
向
を
察
知
し
て

か
、

三
多
摩
分
離

©神奈川県立公文書館



後
、

愛
甲
郡
と
高
座
郡
の

民
衆
三
千
余
名
は
、

連
署
し
て

「
三
多
摩
復
旧
請
願
書
」
を
内
務
省
に

送
付
し
て
い

た
ほ
ど
で

あ
る
。

今
日
の

神
奈
川
県
の

県
域
を
形
づ
く
る
こ

と
に

な
っ

た
三
多
摩
分
離
と
い

う
県
境
変
更
は
、

県
の

主
要
な
経
済
動
脈
の
一

つ

を
な
し
て

い

た
「
絹

の

道
」
を
断
ち
切
る
こ

と
に

な
り
、

自
然
の

理
に
か
な
っ

た
「
ふ
く
よ
か

」
な
景
観
か
ら
不
自
然
な
姿
に

変
わ
り
は
て

る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

事

情
は
、

丹
沢
・

箱
根
山
塊
を
縫
っ

て

静
岡
県
の

御
殿
場
ま
わ
り
の

東
海
道
線
、

あ
る
い

は
箱
根
路
を
た
ど
る
東
海
道
を
唯
一

の

動
脈
と
し
て

東
西
を

結
ぶ

関
係
を
強
め
な
が
ら
横
浜
港
を
玄
関
口

と
し
て

も
っ

ぱ
ら
外
国
と
の

交
渉
の

地
と
し
て
、

要
す
る
に

明
治
版
「
太
平
洋
沿
岸
ベ

ル

ト
地
帯
」
の

一

角
を
構
成
し
、

県
域
内
に
お
い

て

は
、

後
背
地
と
の

地
域
格
差
を
生
み
だ
す
と
い

う
問
題
を
ひ
き
起
し
て
い

く
。

そ
れ
だ
け
、

県
行
政
区
の

変
更

が
、

神
奈
川
の

「
近
代
化
」
に

投
げ
か
け
た
波
紋
は
大
き
か
っ

た
。

三
多
摩
を
分
離
し
た
こ

と
は
、

県
域
の

確
定
と
い

う
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

あ
き
ら
か
に

神
奈
川
の

地
に
お
け
る
近
代
の

第
二
の

契
機
と
な
っ

て

い

る
。

そ
れ
は
、

旧
神
奈
川
県
と
旧
足
柄
県
と
の

地
域
差
を
生
み
だ
し
て

き
た
伝
統
と
変
動
の

関
係
を
ゆ
さ
ぶ
り
、

数
々

の

問
題
を
投
げ
か
け
な
が

ら
、

新
し
い

局
面
に

は
い

っ

て
い

る
こ

と
を
意
味
し
て
い

た
。

そ
の

点
は
、

も
う
す
こ

し
先
き
で
の
べ

る
こ

と
に

し
て
、

こ

の

地
方
制
度
の

整
備
と

関
連
し
て
こ

こ

で

ふ
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
い

の

は
、

県
当
局
が

中
央
集
権
体
制
を
強
化
し
て
い

く
た
め
の

民
衆
統
治
の

条
件
を
よ
う
や
く
つ

く

り
だ
し
て
い

た
こ

と
で

あ
る
。

県
行
政
の

指
導
者
の

立
場
と
し
て
は
、

こ

の

間
、

政
府
の

意
向
を
受
け
な
が
ら
、

地
方
の

行
政
諸
機
構
を
つ

う
じ
て

終
始
「
県
治
民
情
」
が

離
反

す
る
こ

と
を
防
ぎ
、

「
上
下
協
和
民
情
暢
達
」
の

方
法
を
具
体
化
す
る
た
め
に

努
力
を
か

た
む
け
て

き
た
。

こ

う
し
た
配
慮
を
う
な
が
さ
ざ
る
を
え

な
い

諸
事
情
の
一

端
に
つ

い

て
は
、

す
で

に
ふ
れ
て

き
た
が
、

い

ま
こ

こ

で
、

「
民
政
」
を
中
心
と
す
る
施
策
の

流
れ
の

節
々

に
つ

い

て

ふ
り
か

え

っ

て

み
る
こ

と
に

し
た
い
。

そ
こ

で

あ
ら
た
め
て

指
摘
す
る
ま
で

も
な
い

が
、

明
治
初
年
に

学
制
の

頒
布
、

徴
兵
の

詔
書
、

地
租
改
正
条
例
の

布
告
を
中
心
と
し
て
、

民
衆
の
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生
活
や
社
会
関
係
に

か
か
わ
る
事
項
だ
け
を
と
り
あ
げ

て

み
て

も
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
が
お
こ

な
わ
れ
て
い

た
。

た
と
え
ば
、

宗
門
人
別
帳
（
寺
請
制
度
）
の

廃
止
、

米

麦
輸
出
禁
止
令
の

撤
廃
、

田
畑
勝
手
作
の

許
可
、

土
地

永
代
売
買
の

解
禁
、

華
士
族
・

卒
に

農
・

工
・

商
の

営

業
許
可
、

人
身
売
買
禁
止
、

娼
妓
の

年
季
奉
公
廃
止
命

令
等
々

は
、

周
知
の

よ
う
に
、

封
建
的
身
分
秩
序
や
古

い

し
き
た
り
の

制
度
や
慣
行
を
修
正
し

た
も
の

で

あ

る
。

な
か
で

も
、

加
藤
弘
之
、

大
江
卓
、

星
野
権
三
郎

ら
の

「
賤
民
」
解
放
の

建
議
も
あ
っ

て
、

一

八
七
一

（
明
治
四

）
年
八
月
、

太
政
官
布
告
第
六
一

号
で

「
解
放

令
」
が
公
布
さ
れ
、

身
分
・

職
業
と
も
「
平
民
」
同
様

に

な
っ

た
こ

と
は
、

そ
の

こ

と
じ
た
い

画
期
的
な
こ

と

で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
制
度
改
革
の

動
き
が
、

そ
の

ま
ま

よ
り
平
等
な
関
係
を
保
障
し
て
い

く
こ

と
に

は
な
ら
な

い

が
、

こ

の

よ
う
な
手
だ
て
は
、

や
が
て
、

制
度
と
実

際
と
の

ギ
ャ

ッ

プ
を
う
め
て
い

く
諸
運
動
や
、

個
々

の
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人
び
と
の

努
力
を
生
み
だ
し
て
い

く
き
っ

か
け
に

な
っ

て
い

る
。

事
実
、

神
奈
川
県
下
で
は
、

い

ち
は
や
く
一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
に
、

兵
庫
県

下
で

出
現
し
た
と
同
様
に
、

被
差
別
部
落
の

な
か
か
ら
、

自
由
党
に

入
党
し
、

自
由
と
民
権
の

獲
得
の

た
め
に

奔
走
す
る
人
び
と
が
現
わ
れ
て
い

た

（
部
落
問
題
研
究
所
『
水
平
運
動
史
の

研
究
』
第
一

巻
年
表
編
）。

こ

の

よ
う
に
、

近
代
的
な
諸
制
度
や
諸
政
策
が

打
ち
だ
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
社
会
変
動
が
地
域
を
ぬ

り
か
え
る
か
っ

こ

う
で

た
ち
現
わ
れ
て

く
る
の

で
、

い

き
お
い
、

地
方
行
政
組
織
の

末
端
機
構
の

行
政
責
任
者
は
「
む
ら
共
同
体
」
や
町
村
行
政
に

固
有
な
事
務
を
、

政
府
と
県
を
と
お
し

て

打
ち
だ
さ
れ
て

く
る
方
針
に

そ
っ

て

推
進
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

そ
れ
は
、「
市
制

町
村
制
制
定
理
由
書
」
が
す
で

に

指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、

地
域
が
「
細
民
ノ

多
数
」
の

手
で

抑
え
ら
れ
る
弊
害
を
と
り
の

ぞ
き
、

町
村
長
が
中
心
と
な
り
、

中
央
の

統
治
機
構
の

再
編
成
、

内
閣
制
度
の

創

出
、

さ
ら
に
は
、

大
日
本
帝
国
憲
法
の

制
定
に

み
あ
う
か
っ

こ

う
で
、

自
由
党
な
ど
民
党
の

影
響
力
を
除
去
し
て
、

国
家
体
制
の

底
辺
を
地
な
ら
し

し
て
い

く
役
割
を
課
せ
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

こ

の

任
務
は
、

す
く
な
く
と
も
、

維
新
変
革
期
の

さ
な
か
に
、

寄
場
組
合
を
廃
止
し
て

戸
籍
区
を

設
置
し
、

戸
長
、

副
戸
長
を
人
選
し
て
、

幕
藩
体
制
下
の

「
村
」
を
徐
々

に

解
体
し
て
い

く
動
き
を
み
せ
て

以
来
、

区
番
組
、

さ
ら
に
大
区
・

小
区
制

を
し
き
、

そ
の

後
、

郡
区
町
村
編
制
法
に

よ
る
郡
と
町
村
の

設
置
の

過
程
で
、

そ
れ
ぞ
れ
正
副
区
長
、

あ
る
い

は
戸
長
が
は
た
そ
う
と
し
て

き
た
仕

事
を
引
き
継
ぐ
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

実
務
は
、

国
政
事
務
を
主
軸
に

し
て

行
政
区
域
内
の

風
紀
の

取
締
り
、

道
路
・

堤
防
な
ど
の

修
繕
、

勧
業
・

就
学
の

奨
励
、

衛
生
思
想
の

普
及
、

出
火
・

出
水
の

さ
い

の

指
揮
、

祭
礼
等
々

の

地
域
の

事
務
を
推
進
す
る
こ

と
に

わ
た
っ

て
い

た
。

こ

の

よ
う
に
み
て

く
る
と
、

地
方
行
政
の

指
導
者
た
ち
は
、

農
業
を
は
じ
め
民
間
産
業
の

富
殖
と
民
智
の

開
発
を
は
か

り
、

治
安
に
つ

と
め
て
、

い

や
が
う
え
に

も
社
会
秩
序
を
維
持
し
て
い

か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
な
か
で
、

か
つ

て
、

橘
樹
郡
長
時
代
に

民
権
運
動
に
か

か
わ
っ

た
経
験
の

あ
る
足
柄
上
郡
長
松
尾
豊
〓
は
、

県
知
事
浅
田
徳
則
あ
て
の

「
町
村
制
実
施
後
ノ

状
況
具
申
」
の

な
か

で
、

「
村
役
場
ニ

於
テ
ハ

漸
々

事
務
整
理
シ

人
心
安
寧
穏
聊
紊
乱
ノ

恐
無
之
」
と
、

成
果
が
あ
が
っ

て
い

る
む
ね
を
報
告
し
て
い

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

三
〇
）。

た
し
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か
に
、

地
域
住
民
の

意
思
は
、

地
方
議
会
を
つ

う
じ
て

地
方
制
度
の

枠
内
に

誘
導
さ
れ
、

国
家
の

基
礎
と
し
て

の

地
方
自
治
は
急
速
に

効
力
を
発
揮

し
て
い

く
よ
う
に

み
え
た
。

け
れ
ど
も
、

県
東
部
を
中
心
と
す
る
地
域
は
、

も
う
ひ
と
つ

大
き
な
力
で
ぬ

り
か

え
ら
れ
、

変
動
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る

運
命
に

あ
っ

た
。

三
　
工
業
化
と
「
先
進
県
」
神
奈
川
の

課
題

で

は
、

そ
の

大
き
な
力
と
は
い

っ

た
い

な
に
か
。

い

う
ま
で

も
な
く
、

そ
れ
は
、

工
業
化
に

ほ
か

な
ら
な
い
。

ま
ず
な
ん
と
い

っ

て

も
、

横
浜
港

を
窓
口
と
す
る
横
浜
の

貿
易
額
は
、

明
治
中
期
に

は
、

生
糸
を
中
心
に

飛
躍
的
な
伸
び
を
示
し
て
い

た
。

こ

う
し
た
動
き
と
関
連
し
て
、

明
治
の

は

じ
め
に

洋
式
燈
台
を
設
置
し
た
横
浜
港
は
、

そ
の

後
、

水
提
燈
明
台
、

棧
橋
、

臨
港
鉄
道
、

上
陸
階
段
な
ど
を
そ
な
え
、

日
清
戦
争
直
後
に

は
、

東

と
北
の

防
波
堤
の

距
離
は
三
千
数
百
㍍
に
お
よ
び
、

港
口

は
二
百
三
十
四
㍍
、

鉄
棧
橋
の

長
さ
は
七
百
三
十
三
㍍
と
い

う
近
代
的
港
と
し
て
の

偉
容

を
誇
る
よ
う
に

な
っ

た
。

し
か

も
、

横
浜
港
が
ま
す
ま
す
脚
光
を
浴
び
る
な
か
で
、

横
浜
船
渠
会
社
や
横
須
賀
と
浦
賀
の

造
船
工
業
の
い

ち
じ
る
し

い

発
展
を
う
な
が
し
て
い

っ

た
こ

と
も
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で

あ
る
。

こ

う
し
た
気
運
の

も
と
で
、

日
露
戦
争
後
の

時
点
に
か
け
て
、

工
場
の

建
設
が
活
発
を
き
わ
め
、

「
工
業
県
」
神
奈
川
の

基
礎
が

整
え
ら
れ
て
い

く
。

そ
の

傾
向
は
、

都
市
ガ
ス
、

石
鹼
、

清
涼
飲
料
、

牛
乳
、

ハ

ン

カ
チ
ー
フ
、

鋳
物
、

自
転
車
、

生
地
染
色
、

電
線
、

洋
菓
子
製
造
と
い

っ

た
明

治
前
期
の

生
産
、

加
工
の

諸
工
業
に

く
わ
え
て
、

輸
出
用
産
業
の

台
頭
に

と
ら
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

横
浜
の

南
部
に
お
け
る
対
米
輸
出
用
の

絹
ハ

ン

カ
チ
の

染
色
工
業
や
、

絹
ス

カ
ー
フ

の

縫
製
工
業
、

あ
る
い

は
、

中
国
や
イ
ン

ド
向
け
の

絹
靴
下
の

製
造
、

メ

リ
ヤ
ス

工
業
の

出
現
な
ど
が

そ
れ
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で

あ
る
。

ま
た
、

こ

の
こ

ろ
台
湾
や
ジ
ャ

ワ

か
ら
の

原
粗
糖
を
精
製
す
る
横
浜
精
糖
会
社
（
現
在
の

明
治
製
糖
）
が

設
立
さ
れ
た
。

横
浜
を
中
心
と
す
る
工
業
化
へ

の

顕
著
な
歩
み
の

な
か
で
、

後
背
地
の

地
場
産
業
も
活
発
を
き
わ
め
て
い

た
。

高
座
郡
、

津
久
井
郡
を
中
心
と
す

る
繭
生
産
と
製
糸
と
絹
織
物
の

工
場
、

秦
野
地
域
の

煙
草
工
場
と
木
綿
工
場
は
そ
の
一

例
で

あ
る
。

な
か
で

も
、

半
原（
現
在

愛
川
町
）の
撚
糸
生
産

は
、

全
国
の

七
〇
㌫
を
し
め
て
い

た
。

ま
た
、

県
西
の

小
田
原
町
と
そ
の

周
辺
で

は
水
産
物
加
工
の

カ
マ

ボ
コ

製
造
や
指
物
加
工
業
が
さ
か
ん
で
、

さ
ら
に
、

県
域
全
体
に

わ
た
り
果
樹
栽
培
が

普
及
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
農
産
物
加
工
や
商
品
作
物
の

育
成
も
軌
道
に
の

る
よ
う
に

な
っ

た
。

鵠
沼
村

（
現
在

藤
沢
市
）
か
ら
平
塚
方
面
に
か
け
て
の

桃
栽
培
の

普
及
、

二

宮
周
辺
の

落
花
生
栽
培
、

県
西
の

ミ

カ
ン

生
産
な
ど
が
、

そ
の

さ
い

た
る
も
の

で

あ
る
。

工
業
化
の

進
展
と
そ
の

影
響
力
が

県
域
の

各
地
で

現
わ
れ
て

く
る
過
程
で
、

県
内
の

姿
を
さ
ら
に

ぬ

り
か
え
て
い

く
動
き
が
み
ら
れ
た
。

そ
の
一

つ

は
、

海
岸
沿
い

の

地
で
の

別
荘
、

観
光
、

保
養
地
の

形
成
で

あ
る
。

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
の

夏
、

東
海
道
線
が

国
府
津
（
現
在

小
田
原
市
）

ま
で

延
び
る
と
、

大
磯
町
の

海
岸
は
京
浜
地
方
の

海
水
浴
場
と
し
て

脚
光
を
あ
び
る
と
と
も
に
、

こ
の

湘
南
は
伊
藤
博
文
の

別
荘
滄
浪
閣
を
は

じ

め
、

財
界
人
ら
の

別
荘
地
と
な
り
、

い

わ
ゆ
る
「
リ
ゾ
ー
ト

」
の

地
と
化
し
て
い

っ

た
。

ま
た
八
九
年
六
月
、

横
須
賀
線
の

開
通
に
と
も
な
い
、

三

浦
半
島
も
観
光
地
箱
根
と
同
じ
よ
う
に

も
て
は
や
さ
れ
、

鎌
倉
に

く
わ
え
て

間
も
な
く
葉
山
に

御
用
邸
が

設
け
ら
れ
る
と
、

逗
子
は
海
水
浴
場
を
か

ね
、

高
級
別
荘
地
を
形
づ
く
る
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

後
、

別
荘
地
は
、

藤
沢
駅
か
ら
片
瀬
ま
で

江
ノ

電
が
開
通
す
る
と
、

江
の

島
周
辺
が
新
し
い

別
荘
地
と
な
っ

た
よ
う
に
、

あ
ち
こ

ち
の

近
距
離
電
車
を
足
が
か
り
に
、

湘
南
か
ら
西
湘
に
か
け
て

人
び
と
の

往
来
す
る
新
し
い

地
域
が
開
け
て
い

っ

た
。

こ

の

光
景
に
つ

い

て

は
、

当
時
の

新
聞
が
時
お
り
紹
介
記
事
を
の

せ
て
い

た
が
、

た
と

え
ば
、

一

九
〇
三
（
明
治
三
十
六

）
年
の

夏
、

大
磯

海
岸
の

海
水
浴
客
は
、

一

日
、

二

千
四
、

五
百
名
に

達
し
、

宿
屋
、

別
荘
、

貸
間
は
超
満
員
と
い

う
盛
況
ぶ
り
を
伝
え
て
い

た（『
横
浜
貿
易
新
聞
』
明
治

三
十
六
年
八
月
十
八
日
付
）。
こ

う
し
た
面
か

ら
、

神
奈
川
の

海
岸
沿
い

は
、

徐
々

に

変
化
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い

っ

た
こ

と
は
間
違
い

な
い
。
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ま
た
こ

の

当
時
に
、

社
会
変
動
を
う
な
が
す
決
定
的
な
要
因
と
し
て
、

川
崎
町（
現
在

川
崎
市
）を
中
心
に

工
業
地
帯
を
形
づ
く
る
動
き
が

現
わ
れ

は
じ
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
崎
の

町
と
そ
の

周
辺
は
、

東
京
に

隣
接
し
、

海
陸
両
方
の

交
通
の

便
が
よ
く
、

立
地
条

件
に

め
ぐ
ま
れ
て
い

た
こ

と
が
工
場
進
出
の

誘
因
と
な
っ

て
い

た
。

そ
の

先
駆
的
役
割
を
は
た
し
た
の

が
、

さ
き
に

あ
げ
た
横
浜
製
糖
の

進
出
で

あ

る
。

そ
の

後
、

つ

い

で

東
京
電
気
会
社
（
現
在

東
京
芝
浦
電
気
）
が
進
出
し
、

明
治
末
年
に

は
、

富
士
瓦
斯
紡
績
が
こ

こ

に

新
し

く
工
場
を
建
設
し
、

大
正
期
に

は
い

る
と
、

川
崎
ガ
ス

会
社
、

鈴
木
商
店
（
現
在

味
の

素
）
な
ど
の

そ
れ
ぞ
れ
の

業
界
の

大
手
の

工
場
が

陸
続
と
誕
生
し

京
浜
工

業
地
帯

の

基
礎
が

整
え
ら
れ
て
い

っ

た
。

こ

う
し
た
工
場
進
出
の

か
げ
に

は
、

そ
の

こ

ろ
川
崎
町
長
を
つ

と
め
た
石
井
泰
助
ら
が
、

工
場
誘
致
の

構
想
を
え

が

き
、

道
路
の

新
設
と
整
理
、

治
水
お
よ
び
水
道
建
設
を
提
唱
し
な
が

ら
用
地
斡
旋
に
の

り
だ
し
て
い

た
受
け
入
れ
の

事
実
が
あ
る
し
、

浅
野
セ

メ

ン

ト
の

浅
野
総
一

郎
ら
の

海
面
埋
立
事
業
も
稼
動
し
は
じ
め
て
い

た
。

こ

う
し
て
、

横
浜
市
の

鶴
見
と
川
崎
を
結
ぶ

全
国
で

指
折
り
の
一

大
重
工
業

地
帯
が

徐
々

に
そ
の

範
囲
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
形
づ
く
ら
れ
て
い

く
（『
川
崎
市
史
』『
川
崎
市
史
年
表
』）。

明
治
後
期
に
お
け
る
こ

の

工
業
化
の

進
展
と
関
連
し
て

海
運
界
も
活
況
を
て
い

し
て
、

電
力
エ

ネ
ル

ギ
ー

産
業
も
発
達
し
つ

つ

あ
っ

た
こ

と
も
見

逃
し
て

は
な
ら
な
い
。

横
浜
に

拠
点
を
も
つ

独
占
企
業
で

あ
る
日
本
郵
船
は
、

日
清
戦
争
後
、

横
浜
港
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の

シ

ヤ
ト
ル
、

オ
ー
ス

ト

ラ
リ
ア
の
メ

ル

ボ
ル

ン
、

イ
ギ
リ
ス

の
ロ

ン

ド
ン

と
を
そ
れ
ぞ
れ
結
ぶ
三
大
航
路
を
新
設
し
、

日
本
の

海
運
業
を
欧
米
先
進
諸
列
強
の

水
準
に

ま
で

ひ
き
あ
げ
て
い

っ

た
。

ま
た
、

電
気
事
業
は
明
治
二

十
年
代
の

は
じ
め
に
、

横
浜
共
同
電
灯
会
社
が
、

火
力
発
電
に

よ
る
電
気
供
給
事
業
を
横
浜
市

の

ご
く
一

部
に
お
こ

な
っ

た
の

が
は
じ
ま
り
で

あ
る
が
、

日
露
戦
争
後
に

は
電
灯
の

普
及
は
県
下
の

主
要
町
村
と
そ
の

周
辺
に
ひ
ろ
が
り
つ

つ

あ
っ

た
。

た
と
え
ば
、

小
田
原
電
気
鉄
道
会
社
が
小
田
原
町
と
平
塚
町
を
中
心
に

し
た
周
辺
の

村
々

に

送
電
を
お
こ

な
い
、

京
浜
電
気
鉄
道
会
社
が
川
崎

町
と
そ
の

周
辺
に

電
灯
用
、

電
力
用
の

電
気
を
供
給
し
は
じ
め

た
の

は
、

明
治
三
十
年
代
の

前
半
で

あ
っ

た
。

こ

の

間
、

小
田
原
電
気
鉄
道
が
箱
根

の

湯
本
発
電
所
に

お
い

て

県
下
で

最
初
の

水
力
発
電
を
起
こ

し
、

日
露
戦
争
後
、

箱
根
宮
の

下
の

瀬
戸
山
発
電
所
、

同
じ
く
塔
之
沢
発
電
所
が
完
成
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し
、

こ

こ
か
ら
、

特
別
高
圧
送
電
線
を
つ

う
じ
て

横
浜
市
内
の

工
業
用
動
力
に
電
力
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ

て
い

っ

た
。

さ
ら
に
、

横
須
賀
市

と
そ
の

周
辺
に

は
、

横
須
賀
電
灯
会
社
が
、

そ
し
て
、

藤
沢
町
と
隣
接
地
域
は
江
ノ

島
電
気
鉄
道
が
そ
れ
ぞ
れ
家
庭
用
、

工
業
用
の

送
電
を
開
始
し

て
い

た
。

こ

の

結
果
、

県
民
の

日
常
生
活
の

場
に

電
気
が

も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、

そ
の

範
囲
が
拡
大
す
る
に
つ

れ
て

生
活
の

様
式
も
変
化
す

る
が
、

こ

こ

で

指
摘
し
て
お
き
た
い

の

は
、

工
業
生
産
の

動
力
に

電
力
エ

ネ
ル

ギ
ー
が
も
ち
い

ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、

工
業
化
を
促
進
し
て
い

る
基

本
的
な
媒
体
に

な
っ

た
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

し
か
も
、

明
治
の

末
年
に

は
、

箱
根
水
力
電
気
と
横
浜
共
同
電
灯
の

両
社
が
合
併
し
、

横
浜
電
気
会

社
と
改
称
し
、

以
後
、

各
地
の

電
気
事
業
関
係
の

会
社
を
吸
収
し
独
占
的
地
位
を
強
め
て
い

っ

た
。

と
こ

ろ
で
、

こ

の

間
の

工
業
化
の

事
情
に
つ

い

て
、

『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
創
刊
二
十
年
記
念
号
（
明
治
四
十
三
年
四
月
四
日
付
）
の

社
論
で

「
二
十

年
後
の

今
日
よ
り
二
十
年
前
を
見
れ
ば
、

ま
た
隔
世
の

感
な
き
に

あ
ら
ず
」
と
の
べ

て
、

つ

ぎ
の

よ
う
に

論
じ
て
い

た
。

す
な
わ
ち
、

同
紙
は
、

築
港

は
い

う
に
お
よ
ば
ず
、

繫
船
岸
か
ら
「
海
陸
聯
絡
設
備
」
の

工
事
は
半
ば
竣
功
し
、

岸
か
ら
鉄
道
に

よ
り
停
車
場
ま
で

貨
物
を
運
ぶ
新
光
景
も
そ
の

う
ち
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
し
、

船
渠
、

中
央
倉
庫
お
よ
び
各
倉
庫
、

横
浜
鉄
道
、

そ
れ
に

数
々

の

銀
行
会
社
は
、

こ

こ

二
十
年
間
の

産
物
で

あ
っ

て

「
横
浜
の

進
運
に

与
か
る
べ

き
も
の
ゝ

新
た
に
起
り
た
る
も
の

尠
か
ら
ず
」
と
の
べ

て
い

た
。

こ

こ

か
ら
、

人
口

も
四
十
万
人
に

達
し
め
ざ
ま
し

い

伸
び
を
み
せ
た
横
浜
市
の

工
業
化
の

光
景
を
そ
れ
と
な
く
想
像
す
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

し
か
し
、

同
紙
は
、

ま
た
、

今
後
、

五
十
年
と
い

わ
ず

二
十
年
の

進
歩
は
、

は
た
し
て

過
去
二
十
年
の

進
歩
を
追
い

越
す
こ

と
が
で

き
る
か
ど
う
か
と
問
題
を
提
出
し
て
い

た
。

た
し
か
に
、

い

ち
じ
る
し
い

工
業
化
の

進
展
が
み
ら
れ
た
と
は
い

う
も
の

の
、

日
露
戦
争
後
の

「
戦
後
経
営
」
の

前
途
は
、

た
だ
た
だ
多
難
そ
の

も
の

で
、

景
気
の

落
ち
込
み
も
は
な
は
だ
し
か
っ

た
。

こ
の

こ

ろ
の

横
浜
商
業
会
議
所
の

『
月
報
』
の

雑
纂
を
ひ
も
と
い

て

み
て

も
、

横
浜
港
湾
改

良
問
題
、

横
浜
貿
易
に
か

ら
む
他
府
県
と
の

関
係
、

横
浜
港
埋
立
に
か
ん
す
る
事
項
、

あ
る
い

は
横
浜
の

商
工
業
経
営
の

振
興
と
横
浜
市
政
の

あ
り

か
た
に
か
か
わ
る
問
題
を
め
ぐ
っ

て

き
び
し
い

主
張
が
く
り
か

え
さ
れ
て
い

た
。

横
浜
市
政
の

動
向
に
か
ん
し
て
は
『
横
浜
市
史
第
四
巻
下
』
に

く
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わ
し
い

が
、

こ

う
し
た
指
摘
は
、

商
業
・

貿
易
の

活
性
化
を
ど
う
は
か
る
か
と
い

う
点
に
つ

き
る
。

た
と
え
ば
「
絹
の

港
、

木
綿
の

港
」
と
題
す
る

一

文
は
、

横
浜
港
が
生
糸
、

羽
二

重
を
中
心
と
す
る
対
欧
米
輸
出
港
で

あ
り
横
浜
商
人
が

原
料
品
も
し
く
は
半
製
品
を
供
給
し
て

満
足
し
て
い

る
慢

心
を
い

ま
し
め
な
が
ら
、

対
中
国
市
場
で

欧
米
の

商
人
を
相
手
に

激
烈
な
競
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い

る
神
戸
商
人
の

姿
勢
を
学
ぶ
べ

き
で

あ
る
と
説

き
、

対
中
国
貿
易
に

目
を
向
け
る
べ

き
こ

と
を
主
張
し
て
い

た
（『
月
報
』
一

九
〇
六
年
三
月
）。
こ

う
し
た
指
摘
は
新
聞
紙
上
で

時
お
り
お
こ

な
わ
れ
、

「
大
阪
、

神
戸
の

如
き
は
、

不
景
気
の

裡
に

も
何
と
な
く
活
気
」
が
あ
る
の

に

た
い

し
て
、

「
横
浜
市
の

人
心
の

振
は
ざ
る

」
さ
ま
を
と
り
あ
げ
て

い

た
ほ
ど
で

あ
る（『
横
浜
貿
易
新
報
』
明
治
四
十
三
年
四
月
二

十
四
日

付
）。
と
こ

ろ
で
、

景
気
変
動
の

浮
き
沈
み
の

な
か
で
工
業
化
を
ど
う
進
展
せ
し
め

て
い

く
か
、

「
実
業
」
の

あ
り
か
た
を
め

ぐ
る

争
点
と
と
も
に

工
業
化
の

陰
で
こ

の

事
態
に

か
ら
ん
で

労
働
問
題
・

農
村
問
題
が
ひ
と
き
わ
目
を
ひ

く
よ
う
に

な
っ

て

き
た
。

こ

の

う
ち
、

本
格
的
な
労
使
対
立
は
一

八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
の

日
本
郵
船
会
社
の

艀
船
水
夫
、

京
浜
間
艀
船
人
夫
の

ス

ト
ラ
イ
キ
、

横
浜
船
渠
の

労
働
者
の

半
月
間
に

わ
た
る
争
議
に

よ
っ

て
、

そ
の

幕
が
切
っ

て

落
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

日

露
戦
争
後
、

横
須
賀
海
軍
工

廠
で

賃
上
げ
争
議
が
お
こ

り
争
議
は
頻
発
し
て
い

く
よ
う
に

な
る
。

ま
た
、

工
業
化
の

進
む
日
露
戦
争
前
後
か
ら
、

横
浜
・

川
崎
を
中
心
と
し
て

煙

害
、

悪
臭
、

汚
染
を
め
ぐ
る
住
民
の

苦
情
や
運
動
も
台
頭
し
、

さ
ら
に

は
、

海
面
埋
立
、

用
地
買
収
、

河
川
改
修
を
め
ぐ
る
紛
議
も
多
発
し
て
い

る

（
横
浜
市
『
横
浜
住
民
運
動
資
料
集
成
―
明
治
編
』）。
そ
こ

に

は
資
本
と
賃
労
働
の

対
立
、

紛
糾
に

と
ど
ま
ら
な
い

で
、

工
業
化
の

な
か

の

資
本
と
地
域

の

対
立
も
ま
た
表
面
化
し
て

き
て
い

る
。

こ

の

よ
う
な
動
き
や
情
勢
と

と

も
に
、

農
村
地
帯
に

お
い

て

も
、

よ
う
や
く
多
摩
川
、

鶴
見
川
、

相
模

川
、

酒
匂
川
流
域
を
は
じ
め
と
し
て

自
然
災
害
に

よ
る
減
収
の

た
め
に
、

あ
ち
こ

ち
で

小
作
人
の

小
作
料
減
免
運
動
が
た
ち
現
わ
れ
村
々

の

内
側
も

ゆ
れ
は
じ
め
て
い

く
。

工
業
化
と
い

う
名
の

資
本
の

論
理
は
、

こ

う
し
て
、

村
々

に

ま
で

衝
撃
を
あ
た
え
、

新
し
い

「
時
代
」
の

到
来
を
告
げ
て
い

た
。

そ
れ
は
、

資
本
の

力
に

よ
る
社
会
風
土
の

ぬ
り
か

え
と
い

う
局
面
の

出
現
に

ほ
か

な
ら
な
い
。

と
こ

ろ
で
こ

の

時
の

流
れ
の

な
か
で
、

神
奈
川
県
は
「
先
進
県
」
の

地
位
を
築
き
あ
げ
て
い

た
。

そ
れ
は
、

幕
末
の

開
港
場
と
し
て
の

伝
統
と
威
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光
を
背
景
に
、

日
本
の

玄
関
口
と
し
て

対
外
的
に

交
通
、

通
信
の

中
枢
的
機
能
を
に

な
い
、

ま
た
、

横
須
賀
軍
港
、

横
須
賀
工
廠
と
い

う
国
家
的
施

設
を
擁
し
、

さ
な
が
ら
、

日
本
を
代
表
す
る
立
場
を
獲
得
し
て
い

た
か
ら
で

あ
る
。

し
か
も
こ

の

間
、

こ

の

地
か
ら
施
設
が
移
動
し
た
の

は
、

日
露

戦
争
後
、

陸
軍
の

横
浜
連
隊
区
が
甲
府
連
隊
区
に

変
り
、

神
奈
川
県
が
そ
の

管
轄
下
に
は
い

っ

た
こ

と
ぐ
ら
い

で

あ
ろ
う
。

こ

う
し
た
な
か
で
、

県

は
、

市
町
村
と
協
力
し
な
が
ら
地
域
の

生
活
環
境
の

整
備
の
一

環
と
し
て
、

明
治
初
年
か
ら
頻
発
し
た
コ

レ

ラ
病
、

ジ
フ

テ
リ
ア

病
な
ど
を
駆
除
す

る
た
め
に

公
衆
衛
生
問
題
を
と
り
あ
げ
、

さ
ら
に
、

自
然
災
害
に

対
処
し
て

民
力
を
高
め
る
こ

と
に
エ

ネ
ル

ギ
ー
を
そ
そ
い

で

き
た
。

と
同
時
に
、

横
浜
港
を
か
か

え
る
こ

の

県
特
有
の

役
割
と
し
て
、

神
奈
川
県
知
事
は
、

官
約
移
民
時
代
か
ら
さ
ら
に

移
民
保
護
規
則
、

移
民
保
護
法
が

公
布
さ
れ

て
い

く
明
治
前
期
に
お
い

て
、

移
民
会
社
を
取
締
り
つ

つ
、

海
外
移
民
に
か
か
わ
る
旅
券
の

交
付
か
ら
渡
航
先
で

発
生
し
た
問
題
処
理
に
い

た
る
ま

で

多
角
的
な
業
務
に

た
ず
さ
わ
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

移
民
現
象
が
日
本
の

近
代
に

も
つ

底
深
さ
と
い

う
点
を
重
視
す
れ
ば
、

こ

の

問
題
に
つ

い

て
、

広
島
県
、

山
口

県
、

和
歌
山
県
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
「
移
民
県
」
の

知
事
と
、

外
務
省
筋
と
ふ
か
い

か
か
わ
り
あ
い

を
も
つ

神
奈
川
県
は
、

外
務

省
外
交
史
料
館
の

諸
資
料
か

ら
み
る
か

ぎ
り
で

も
特
異
な
立
場
に

あ
っ

た
と
い

え
よ
う
。

こ

う
し
て
、

こ

の

県
が
「
外
」
と
「
内
」
の

両
面
に

わ
た

っ

て

開
か
れ
た
関
係
を
も
っ

て
い

た
こ

と
が

「
先
進
県
」
と
し
て
の

位
置
を
獲
得
し
て
い

た
と
い

う
こ

と
に

も
な
ろ
う
。

こ

う
し
た

な
か

で

に
工
業
化
が

進
展
し
、

そ
こ

か
ら
噴
出
し
て

く
る
社
会
問
題
、

さ
ら
に

は
「
国
力
の

充
実
」
を
か
か
げ
る
国
策
と
「
租
税
負

担
」
の

軽
減
な
ど
「
地
方
主
義
」
を
主
張
す
る
地
域
の

要
請
と
の

対
抗
や
「
立
憲
主
義
」
の

政
治
潮
流
が
た
か

ま
っ

て

く
る

な
か

で
、

「
先
進
県
」

神
奈
川
も
新
し
い

問
題
に

直
面
し
て
い

か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

し
か
も
、

こ

の

「
時
代
の

趨
勢
」
と
関
連
し
な
が
ら
、

や
が
て
、

大
正
期
に
は
い

り
名
実
と
も
に

京
浜
工
業
地
帯
が

確
立
す
る
な
か
で
、

か
つ

て
、

ペ

リ
ー

を
介
し
て

間
接
的
な
つ

な
が

り
を
も
っ

た
沖
縄
の

人
び
と
が
、

ま
ず
い

ち

は
や
く
横
浜
、

川
崎
に

移
住
し
て

く
る
よ
う
に

な
る
。

こ

の
こ

と
は
、

こ

の

地
が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
な
が

ら
、

よ
り
い

っ

そ
う
「
開
か
れ

た
」
地
域
に

転
化
し
て
い

く
関
係
を
示
す
も
の

で

あ
っ

た
。
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