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8－4　昭和電工川崎工場無機水銀の不法投

棄が判明．

9－17　日本鋼管と県，横浜・川崎両市，

扇島の公害規制で合意成立．

10－1　国勢調査実施（人口5，472，247人）．

3－14　万国博開催（～9－13）．

－31　日航機よど号事件．

6－23　日米安保条約，自動

延長．

1971
（昭和46）

3－1　伊勢原に市制施行．－12　県，公害防

止条例公布．

4－11　知事・県議会議員選挙（4－23　津田

文吾，知事に就任）．

11－1　海老名・座間に市制施行．

7－1　環境庁設置．

8－15　ニクソン大統領，ド

ル防衛策発表．

12－19　円切上げ決定（1ドル

308円）．

1972

（〃47）
3－31　横浜市電廃止．

4－1　川崎市，政令指定都市に昇格．－南

足柄に市制施行．

8－5　ベトナム向け米軍戦車輸送阻止のた

め革新団体座り込み．

12－16　横浜市営地下鉄開通．

2－3　札幌オリンピック開催．

2－19　連合赤軍・浅間山荘

事件．

5－15　沖縄施政権返還．

6－11　田中通産相，日本列島

改造論発表．

9－25　田中首相訪中（9－29

日中共同声明調印）．

1973

（〃48）
4－9　根岸線全線開通．－17　県新総合計画・

基本計画決定．

6－26　東京湾岸自治体公害対策会議，川

崎市で開催．

9－5　県大気汚染監視センター完成．

10－5　米空母ミッドウェー，横須賀入港．

8－8　金大中事件．

11－2　買いだめ騒ぎ発生．

12－21　国民生活安定緊急措

置法成立．

1974

（〃49）
1－5　県民生活安定緊急対策本部発足．

3－14　県，横浜市の金沢埋立事業に免許．

5－17　酒匂ダム起工式．

11－26　金脈問題で田中内閣

総辞職．

1975

（〃50）
1－17　県民ホール開館．

4－13　知事・県議会議員選挙（4－23　長洲

一二，知事に就任）．

7－7　県財政緊急対策本部設置．

10－1　国勢調査実施（人口6，397，748人）．

11－22　鎌倉で高校教育問題を考える県民

討論会開催（以後横浜等4か所で開催）．

4－30　サイゴン陥落，ベト

ナム戦争終わる．

7－19　沖縄海洋博開催．

12－24　財政特例法成立（赤

字国債発行決定）．
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10－5　県防災会議条例・県災害対策本部条

例公布．

布（防衛施設庁を新設）．

1963
（昭和38）

1－1　秦野市・西秦野町合併．

3－3　日韓会談粉砕・原潜寄港反対横須賀

大集会．－13　根岸湾第一期埋立工事完

工式．

4－17　知事・県議会議員選挙（4－27　5選

の内山岩太郎，知事に就任）．

11－9　国鉄鶴見事故，161人死亡．

8－14　核実験停止条約に調

印．

11－9　三池三川鉱でガス爆

発（死者458人）．

1964

（〃39）
3－31　県，公害の防止に関する条例公布．

6－11　昭和電工川崎工場で爆発事故，死

者18人．

8－8　大和・藤沢・綾瀬・座間・海老名の

2市3町基地移転の要望書を提出．

9－15　東京オリンピック選手村分村，大

磯・相模湖両町に開設．

11－4　財団法人鎌倉風致保存会結成．

12－1　横浜駅西口地下街開業．

4－1　日本，IMF8条国に移

行．－28　OECDに加盟．

10－1　新幹線開業．－10　東

京オリンピック開催．

1965

（〃40）
3－25　県立丹沢大山自然公園，国定公園

に指定．－30　「県の鳥」カモメ制定．

4－10　城山ダム完成，津久井湖誕生．

10－1　国勢調査実施（人口4，430，743人）．

－20　県，「第3次総合開発計画」決定．

12－18　第三京浜道路開通式挙行．

6－22　日韓基本条約等調印．

11－19　閣議，財政処理のた

め国債発行を決定（戦後初

の赤字国債）．

1966

（〃41）
5－17　県新庁舎落成式．－24　「県の木」イ

チョウ制定．

7－4　新東京国際空港建設地

を成田に決定．

12－27　衆議院「黒い霧解

散」．

1967

（〃42）
3－20　県立博物館開館式．

4－15　知事・県議会議員選挙（4－23　津田

文吾，知事に就任）．

6－10　横浜新貨物線反対同盟連合協議会

結成．

8－3　公害対策基本法公布．

1968

（〃43）
5－8　県消費生活センター開設．

8－　県人口500万，横浜市人口200万人突

破．

5－8　厚生省，イタイイタイ

病を公害病と認定．

6－26　小笠原諸島返還式．

12－10　府中で3億円事件．

1969

（〃44）
4－12　横浜人材銀行開設．

5－1　県内広域水道企業団発足．

9－25　根岸競馬場返還決定．

11－22　佐藤・ニクソン会

談，日米共同声明発表（沖

縄’72年返還決定）．
1970

（〃45）
5－26　県立こども医療センター開業． 2－3　核拡散防止条約調印．
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2－1　厚木に市制施行．

4－23　知事・県議会議員選挙（4－27　3選の

内山岩太郎，知事に就任）．

9－22　県下で第10回国体開催．

10－1　国勢調査実施（人口2，919，497人）．

11－25　県，駐留軍並びに特需産業関係離

職者対策本部設置．

8－6　初の原水爆禁止世界大

会．

11－15　自由・日本民主両党

合同，自由民主党結成（保

守合同成る）．

1956
（昭和31）

4－2　衆議院商工委員ら，川崎でばい煙実

態調査実施．

5－5　横浜港センター・ピア接収解除．

9－30　県下町村合併一段落，13市7郡24

町2村となる．

10－19　モスクワで日ソ国交

回復に関する共同宣言．

12－18　国連総会，日本の国

連加盟案を全会一致で可

決．

1957

（〃32）
3－1　川崎臨海工業地帯造成事業起工式．

7－8　横須賀市長選挙で革新派の長野正義

候補当選．

8－9　県，原爆被災者に初の医療補償交

付．－16　米軍撤退による解雇第1号（武

山キャンプで49人解雇）．

8－27　原子力研究所，原子

炉初点火．

10－1　日本，国連安保理事

会非常任理事国に当選．

1958

（〃33）
4－21　扇島埋立事業起工式．

5－1　横浜開港百年祭（5－10記念式典）．

9－27　狩野川台風来襲．

10－31　川崎臨海工業地帯造成事業第1区

完成（翌年，第2・第3工区完成）．

12－9　勤評神奈川方式実施．

10－4　日米安保改定交渉東

京で開始．

11－22　警職法成立．

1959

（〃34）
1－14　国鉄根岸線建設工事着手．

2－1　大和に市制施行．－21　根岸湾埋立工

事起工式．

3－24　県，「土地及び水資源に関する総合

計画」決定．

4－23　知事・県議会議員選挙（4－27　4選の

内山岩太郎，知事に就任）．

4－15　最低賃金法・国民年

金法公布．

9－26　伊勢湾台風襲来．

1960

（〃35）
1－14　安保県民会議の第11次統一行動・

県民大会．

4－16　城ケ島大橋開通．

10－1　国勢調査実施（人口3，443，176人）．

1－5　閣議，貿易為替自由化

促進閣僚会議設置決定．

6－23　新安保条約批准書交

換，発効．

1961

（〃36）
4－1　扇島埋立事業第1区完成．

9－1　日本鋼管京浜工場の「赤い煙」住民

に被害．

11－11　城山ダム建設工事はじまる．

6－12　農業基本法公布．

1962

（〃37）
2－15　相模川総合開発事業総合起工式．

5－1　内陸工業地帯造成事業着手．

2－24　憲法調査会初公聴会．

5－15防衛庁設置法改正公
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1949
（昭和24）

3－　県立保健所条例公布．

4－　県下各市町村に社会教育委員設置．

8－31　キティ台風来襲．

9－26　県教育委員会，成人学校開設．

10－　失業対策事業はじまる．

11－4　県青少年問題協議会発足．

4－4　団体等規正令公布．－23

GHQ，1ドル360円の単一為

替レート設定．

7－5　下山事件．

8－17　松川事件．－26　シャ

ウプ勧告（税制改革等）．
1950

（〃25）
2－　「神奈川ニュース第1号」封切．

4－10　「県民歌」制定．－県婦人団体連

絡協議会発足．

7－1　逗子町，横須賀市から分離．

9－15　財団法人神奈川県住宅公社発足．

10－1　国勢調査実施（人口2，487，665人）．

－21　横浜国際港都建設法公布．

12－16　県総合開発審議会設置．

7－24　〈レッドパージ〉はじ

まる．

8－10　警察予備隊令公布．

この年，朝鮮戦争により特

需景気おこる．

1951

（〃26）
1－23　「県の花」ヤマユリ制定．

4－24　桜木町事件（桜木町駅で国電炎

上）．－30　知事・県議会議員選挙（5－3　再

選の内山岩太郎，知事に就任）．

6－12　県人事委員会設置．

11－17　鎌倉に県立近代美術館開館．

9－8　対日平和条約・日米安

全保障条約調印．

1952

（〃27）
2－15　横浜港大桟橋の接収解除．

5－10　第1回県下戦没者慰霊祭，横浜市

体育館で挙行．

10－1　県企業庁発足．

11－1　県下全市町村に教育委員会発足．

4－28　対日平和条約・日米

安全保障条約発効．

5－1　メーデー事件．

7－21　破壊活動防止法公布．

1953

（〃28）
1－5　昭和電工川崎労組スト．

3－28　県文化財保護条例公布．

5－23　日産自動車争議はじまる．

12－22　文化財保護条例により第1回県重

要文化財指定．

2－28　吉田首相，衆議院予

算委員会で暴言（3－14　衆議

院解散）．

10－2　池田・ロバートソン

会談．

1954

（〃29）
1－1　箱根・元箱根・芦野湯が合併し，箱

根町となる（町村合併促進法による合併

第1号）．

4－5　開国百年祭開催．－15　逗子に市制施

行．

7－1　新警察法により神奈川県警察発足．

－29　米軍，駐留軍労務者の大量整理を声

明．

11－3　県立図書館・音楽堂落成．－20　相

模原に市制施行．

3－1　第五福龍丸，ビキニの

アメリカ水爆実験により被

災．－8　アメリカと相互防

衛援助協定〈MSA協定〉．

6－8　改正警察法公布．－9

防衛庁設置法・自衛隊法公

布．

1955

（〃30）
1－1　三浦・秦野に市制施行． 6－7　第1回日本母親大会．
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4－18　米軍機，横浜・川崎・横須賀を空

襲（日本本土初空襲）．

7－1　県下に7地方事務所設置．

6－5　ミッドウェー海戦

1943
（昭和18）

1－15　県，中等学校入学者選抜方法改正．

3－15　横浜・川崎両市，防空訓練実施．

10－20　（～11－15）県食糧増産指導本部，

援農学徒隊約4万4千名を動員．

2－1　日本軍，ガダルカナル

島撤退開始．

12－1　第1回学徒兵入隊（学

徒出陣）．

1944

（〃19）
1－14　横浜・川崎両市の住民に疎開命令．

－29　『中央公論』『改造』の編集者検挙（横

浜事件）．

7－27　県，横浜・横須賀・川崎3市の学

童集団疎開実施細目発表．

8－1　藤原孝夫，知事に就任．

6－19　マリアナ沖海戦．

7－18　東条内閣総辞職．

10－24　レイテ沖海戦．

1945

（〃20）
4－15　横浜・川崎空襲．

5－29　横浜大空襲．

8－18　県，進駐軍受入本部設置．－28　連合

軍先遣部隊，厚木飛行場に到着．－30　連

合軍最高指令官マッカーサー，厚木に

到着．

12－14　東芝堀川町工場で労働組合結成．

8－6　米軍，広島に原子爆弾

投下．－9　長崎にも投下．－15

ポツダム宣言受諾，敗戦．

9－2　降伏文書に調印．

10－11　GHQ，5大改革指令．

12－17　衆議院議員選挙法改

正公布（婦人参政権認める）．

1946

（〃21）
1－25　内山岩太郎，知事に就任．

4－30　米よこせデモ，県庁陳情．

8－　県，食糧調整委員会を設置．

9－　戦災都市（横浜・川崎・平塚・小田

原），復興事業に着手．

11－　児童相談所を横浜・横須賀・川崎3

市に設置．

1－4　GHQ，軍国主義者の公

職追放指令．

2－17　金融緊急措置令（新円

を発行）．

5－3　極東国際軍事裁判開廷．

－19　食糧メーデー．

11－3　日本国憲法公布．
1947

（〃22）
3－12　渡辺広，知事に就任．

4－5　第1回知事・市町村長の公選実施

（4－12内山岩太郎，初代公選知事に就

任）．

6－14　相模ダム完成．

10－1　臨時国勢調査実施（人口2，218，120

人）．茅ケ崎に市制施行．

1－31　マッカーサー，2・1

ゼネストの中止を命令．

4－1　6・3制実施．－14　独占

禁止法公布－17　地方自治

法公布．

5－3　日本国憲法施行．

12－17　警察法公布．

1948

（〃23）
3－7　新警察制度の発足に伴い県下に26自

治体警察創設，県警察部廃止．公安委員

会制度実施．

9－15　アイオン台風来襲．

10－5　第1回県教育委員選挙．

11－1　県・横浜市の教育委員会発足．－3

「県章」制定．

6－23　昭和電工事件．

7－31　政令201号（公務員の

団体交渉権・罷業権を否

認）．

12－18　GHQ，経済安定9原

則発表．
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6－28　横山助成，知事に就任． 7－10　「赤旗」特別号，’32年

テーゼ掲載．
1933
（昭和8）

8－9　第1回関東地方防空大演習実施． 3－27　日本，国際連盟脱退．
－29　米穀統制法公布．

1934

（〃9）
9－　川崎市の疑獄事件，横浜市に飛火，11
月県土木部に波及．

10－　県国民精神文化講習所規定制定．

4－17　帝人事件．

12－29　ワシントン海軍軍縮

条約廃棄を通告．
1935

（〃10）
1－15　石田馨，知事に就任．

3－26　（～6－30）復興記念横浜大博覧会（山
下公園）．

10－31　三菱重工業，横浜船渠を合併．

2－18　美濃部達吉の天皇機
関説批判される．

8－3　国体明徴を声明．

1936

（〃11）
3－13　半井清，知事に就任．

5－12　横浜港大桟橋完成．

10－1　久良岐郡郡名廃止．

2－26　2・26事件．

5－28　思想犯保護観察法公

布．
1937

（〃12）
4－2　京浜現業員会結成．

11－2　京浜工業地帯造成事業起工式．

12－15　県下の人民戦線関係者19名，検挙

（第1次人民戦線事件）．

6－4　第1次近衛文麿内閣成
立．

7－7　蘆溝橋で日中両軍衝突

12－13　日本軍，南京を占領

し，大虐殺事件をおこす．

－15　第1次人民戦線事件．
1938

（〃13）
4－29　思想犯保護団体湘風会，県下の保
護観察者を掌握．

10－1　橘樹郡郡名廃止．－12　浦賀船渠で

県下初の産業報国会設立．－28　県内各地

で武漢三鎮陥落祝賀会．

12－23　大村清一，知事に就任．

4－1　国家総動員法公布．－6

電力管理法等公布（電力国

家管理実現）．

10－27　日本軍，武漢三鎮を

占領．

1939

（〃14）
4－1　都筑郡郡名廃止．

9－5　飯沼一省，知事に就任．

11－3　鎌倉に市制施行．

5－12　ノモンハン事件．

7－8　国民徴用令公布．

9－3　第2次世界大戦勃発．
1940

（〃15）
4－9　松村光磨，知事に就任．

5－2　県，国民精神総動員実施要綱通牒．

10－1　藤沢に市制施行．－11　横浜港沖で
紀元2600年記念特別観艦式．

12－13　横浜貿易新報社と横浜新報社合

併，神奈川県新聞社となる（『神奈川県

新聞』発行）．－20　小田原に市制施行．

7－22　第2次近衛文麿内閣

成立．－27　大本営政府連絡

会議，武力行使を含む南進

政策を決定．

9－27　日独伊3国同盟調印．

10－12　大政翼賛会発会式．

1941

（〃16）
3－31　フェリス和英女子校，横浜山手女

学院と改称．

6－10～14　大政翼賛会神奈川県支部第1

回協力会議．

4－13　日ソ中立条約調印．

10－18　東条英機内閣成立．

12－8　日本軍，ハワイ真珠湾

を空襲．
1942

（〃17） 1－9　近藤壌太郎，知事に就任． 4－30　翼賛選挙．

©神奈川県立公文書館



の自警団等により各地で朝鮮人殺害事件

発生．－3　神奈川県に戒厳令適用．

11－19　戒厳令解除

11－10　国民精神作興に関す

る詔書発布．

1924
（大正13）

6－13　横浜市電共和会結成．－24　清野長

太郎，知事に就任．

7－1　川崎に市制施行．

8－17　横浜合同労働組合結成，総同盟に

加盟．

1－10　第2次護憲運動．

12－13　婦人参政権獲得期成

同盟会結成（1925．4　婦選

獲得同盟と改称）．

1925

（〃14）
9－16　堀切善次郎，知事に就任．

10－　横浜労働組合協議会結成．

11－19　富士紡川崎工場争議．

1－20　日ソ基本条約調印．

4－22　治安維持法公布．

5－5　衆議院議員選挙法改正

公布（男子普通選挙実現）．

1926

（大正15昭和1）
3－7　総同盟神奈川連合会結成．

6－　青年訓練所，県下に一斉設置．

7－1　郡長・郡役所廃止．

9－28　池田宏，知事に就任．

3－5　労働農民党結成．

12－25　大正天皇没，摂政裕

仁親王践祚，昭和と改元．

1927
（昭和2）

5－20　日本農民組合総同盟神奈川県連合

会結成．

7－　神奈川県連合女子青年会結成．

10－1　横浜市に区制施行．

3－15　金融恐慌はじまる．

4－17　若槻内閣総辞職．

1928

（〃3）
1－　県，社会委員設置奨励規定を訓令．

6－10　普選施行後初の県会議員選挙を実
施．

11－1　県庁舎新築落成式．

2－20　最初の普通選挙．

6－4　張作霖爆死事件．－29

治安維持法改正公布．

1929

（〃4）
3－5　横浜市電ストライキ．

7－5　山県治郎，知事に就任．

9－17　県，教化総動員実施に関する告諭．

11－25　横浜市保土ケ谷天王町家賃値下期

成同盟会，地主代表と値下げ覚書をとり
かわす．

7－1　改正工場法施行，婦人

・少年の深夜業禁止．－2

田中内閣総辞職，浜口雄幸

内閣成立．

10－24　世界恐慌はじまる．

1930

（〃5）
7－24　全国大衆党横浜支部結成． 4－22　ロンドン海軍軍縮条

約調印．

11－14　浜口首相狙撃される．

1931

（〃6）
6－15　「馬入ピオニール」結成（プロレタ

リア教育運動の影響）．

10－8　日本教育労働者労働組合神奈川支

部員処分さる．

12－28　遠藤柳作，知事に就任．

1－26　日本農民組合（日農）

結成．

9－18　満州事変はじまる．

12－13　犬養毅内閣成立．

1932

（〃7）
3－13　横浜市電，待遇改悪反対で総罷業．

4－1　平塚に市制施行．

5－6　横浜生糸市場暴落．

3－1　満州国，建国宣言．

5－15　5・15事件（5－16　内閣

総辞職）．
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年表 本年表は，1917～1975年までの事項を県
内と国内に区分して収めた。

西暦
（年号） 県内 国内

1917

（大正6）
7－1　開港記念横浜会館開館式．

11－14　浅野造船所職工6千人，新造船慰
労金問題で紛争．

7－20　閣議，中国段祺瑞政

権財政援助の方針を決定．

1918

（〃7）
3－1　野菜の暴騰に対し，横浜市で10日間
の廉売を実施．

7－19　米価高騰につき，県は在米調査．
8－14　県・市共同で，外米の廉売を開始．
－15　横浜・横須賀で米の廉売を要求する

市民が公園などに集合．－16　保土ケ谷曹
達保土ケ谷工場，ばい煙に悩む被害住民
が焼打ち．

10－30　横浜市議会，公設市場設置計画案
を可決．

11－12　県下各地で戦勝祝賀行事．

8－2　政府，シベリア出兵を

宣言．－3　富山県下に米騒

動おきる（以後全国に波及）．
9－21　寺内内閣総辞職．－29
原内閣成立．

11－11　第1次世界大戦終わ
る．

1919

（〃8）
1－　横浜市に慈救課発足（のちに社会課
と改称）．

4－18　井上孝哉，知事に就任．

8－　横浜市会，市営住宅建設議案可決．
10－15・16　県，民力涵養大会開催．

1－18　パリ講和会議開催．

3－1　朝鮮で3・1独立運動．

5－23　衆議院議員選挙法改

正（3円以上の納税者に選挙

権，小選挙区制）．
1920

（〃9）
2－8　横須賀海軍工廠の労働者，普選講演
会を開催．－23　憲政会，横浜市で「普通
選挙促進演説会」開催．

3－27　（～4－5）横浜市の沖仲仕，賃上げ・
待遇改善を要求し大争議．

5－1　横浜市で県初のメーデー．

10－18　知事，地方行政改革訓示．

2－11　東京で111団体，数万

人の普選大示威行進．

5－2　東京上野公園で，日本

最初のメーデー（2日が日

曜のため）．

1921

（〃10）
5－17　日本海員組合横浜支部発会．
8－31　横浜造船工組合結成．

11－22　横浜船渠，造船工組合抑圧のため
266名を解雇．

10－3　大日本労働総同盟友

愛会10周年大会，日本労働
総同盟と改称．

11－4　原首相，東京駅頭で暗

殺される．－13高橋内閣成立．
1922

（〃11）
2－17　憲政派・同志倶楽部により「綱紀
粛正普選断行演説会」開催．－19　横浜で

普選断行市民大会．－27（～3－17）　横浜
船渠争議．

10－16　安河内麻吉，知事に就任．

2－6　ワシントン会議で海軍
軍縮条約調印．

6－24　シベリア派遣軍撤退．
7－15　日本共産党，非合法
に結成．

1923

（〃12） 9－1　関東大震災，県下全域に被害．県下 1－27　婦人参政同盟結成．
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現行市町村別旧村一覧（昭和57年2月1日現在）
（注）　『新編相模国風土記稿』，『新編武蔵風土記稿』，『旧高旧領取調帳』によった。
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年号一覧表
（注）　1　数字は西暦年代による。2　継続年の末年は改元の年を含めてある。

3　太枠は本巻が主として対象とする時期を示す。
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あ

と

が

き

神
奈
川
県
史
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
、
資
料
編
・
通
史
編
・
各
論
編
・
別
編
の
合
計
三
十
六
巻
（
三
十
八
冊
）
で
あ
る
。

－
資

料

編
－

1

古
代
・中
世（1

）古
代
〜
建
治

2

古
代
・中
世（2

）弘
安
〜
鎌
倉
末

3

古
代
・中
世（3
上
）建
武
〜
永
享

3

古
代
・中
世（3
下
）嘉
吉
〜
天
正

4

近

世（1

）藩
領1

5

近

世（2

）藩
領2

6

近

世（3

）幕
領1

7

近

世（4

）幕
領2

8

近
世（5

上
）旗
本
領
・寺
社
領1

8

近
世（5

下
）旗
本
領
・寺
社
領2

9

近

世（6

）交
通
・
産
業

10

近

世（7

）海
防
・
開
国

11

近
代
・現
代（1

）政
治
・
行
政1

12

近
代
・現
代（2

）政
治
・
行
政2

13

近
代
・現
代（3

）社

会

14

近
代
・現
代（4

）文

化

15

近
代
・現
代（5

）渉

外

16

近
代
・現
代（6

）財
政
・
金
融

17

近
代
・現
代（7

）近
代
の
生
産

18
近
代
・現
代（8

）近
代
の
流
通

19

近
代
・現
代（9

）現
代
の
経
済

20

考

古

資

料

21

統

計

－
通

史

編
－

1

原
始
・古
代
・中
世

2

近

世（1

）

3

近

世（2

）

4

近
代
・現
代（1

）政
治
・行
政1

5

近
代
・現
代（2

）政
治
・行
政2

6

近
代
・現
代（3

）産
業
・経
済1

7

近
代
・現
代（4

）産
業
・経
済2

－
各

論

編
－

1

政
治
・
行
政

2

産
業

・
経
済

3

文

化

4

自

然

5

民

俗

－
別

編
－

1

人

物

2

資
料
所
在
目
録

3

年

表

本
巻
は
、
こ
の
う
ち
、
通
史
編
の
第
五
巻
近
代
・
現
代
（2

）
政
治
・
行
政2

で
あ
る
。

本
巻
の
発
行
に
あ
た
っ
て
は
、
竹
内
理
三
総
括
監
修
者
の
も
と
に
、
監
修
・編
集
に
は
、
大
久
保
利
謙
主
任
執
筆
委
員
、
編
集
・執
筆
に
は
、
金

原
左
門
執
筆
委
員
が
当
た
ら
れ
、
以
上
の
委
員
の
ほ
か
安
田
浩
・永
野
勝
康
・
斉
藤
秀
夫
・
天
川
晃
・
三
宅
明
正
・
大
畑
哲
・
宮
島
泉
の
諸
氏
に
執

筆
を
お
願
い
し
た
。
な
お
、
巻
末
の
年
表
に
つ
い
て
は
宮
城
万
里
子
氏
の
協
力
を
得
た
。
以
上
の
方
々
に
対
し
、
こ
こ
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
。
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本
巻
に
は
、
す
で
に
発
行
し
た
神
奈
川
県
史
の
各
資
料
編
に
収
録
し
た
資
料
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ま
で
県
史
編
集
室
で
長
年
に
わ
た
っ
て
調
査
・

収
集
し
て
き
た
多
く
の
資
料
を
利
用
し
、
さ
ら
に
新
た
に
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
資
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
貴
重
な
図
版
の
提
供
を

多
数
受
け
、
収
録
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
関
係
各
位
の
御
協
力
に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
、
部
落
差
別
問
題
（
同
和
問
題
）
に
つ
い
て
の
本
県
の
基
本
方
針
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
本
県
史
の
編
集
も
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
編
集
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
た
い
。

同
和
問
題
は
、
日
本
の
歴
史
の
過
程
で
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
、
封
建
的
身
分
制
度
と
し
て
、
士
・農
・
工
・商

と
さ
ら
に
そ
の
下
の
身
分
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
身
分
差
別
に
基
づ
い
て
日
本
国
民
の
一部
の
人
び
と
が
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
に
低

い
状
態
に
お
か
れ
現
代
の
社
会
で
も
著
し
く
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
間
の
一部
の
人
び
と
の
間
で
は
、
同
和
問
題
は
過

去
の
問
題
で
あ
っ
て
、
今
日
の
民
主
化
、
近
代
化
が
進
ん
だ
わ
が
国
に
は
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
が
、
同
和
問
題
は
結
婚
差

別
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
存
在
し
、
日
本
国
民
の
だ
れ
に
も
等
し
く
保
障
さ
れ
て
い
る
市
民
的
権
利
と
自
由
が
、
完
全

に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
最
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
解
決
を
め
ざ
し
て
、
県
で
は
「
こ
れ
を
未
解
決
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
早
急
な

解
決
こ
そ
行
政
の
責
任
で
あ
っ
て
、
同
時
に
国
民
的
課
題
で
あ
る
。」
と
の
基
本
的
認
識
の
も
と
に
、
同
和
対
策
を
、
新
神
奈
川
計
画
に
盛
り
込

み
、
県
の
重
要
施
策
と
し
て
位
置
づ
け
、
関
係
市
町
と
協
力
し
、
各
種
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
七
年
三
月

神
奈
川
県
県
民
部
県
史
編
集
室
長
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主
な
関
係
者
名
簿

神
奈
川
県
史
編
集
懇
談
会
会
員（
順
不同）
昭和
五十
七年
二月
一日現在

長
洲

一
二
　

神
奈
川
県
知
事
（
会
長
）

石
井

孝
　

津
田
塾
大
学
教
授

上
野

豊
　

神
奈
川
県
商
工
会
議
所
連
合
会
会
長

小
串

靖
夫
　

神
奈
川
県
農
協
中
央
会
・信
連
・経
済
連
・共
済
連
会
長

清
水

末
雄
　

神
奈
川
新
聞
社
会
長

高
村

象
平
　

慶
応
義
塾
大
学
名
誉
教
授

永
田

衡
吉
　

芸
能
史
家

脇
村
義
太
郎
　

東
京
大
学
名
誉
教
授

斎
藤

文
夫
　

神
奈
川
県
議
会
議
長

中
井

一
郎
　

神
奈
川
県
市
長
会
会
長

柳
川

賢
二
　

神
奈
川
県
町
村
会
会
長

神
奈
川
県
史
編
集
委
員
会
委
員（
順
不
同
）
昭
和
五
十
七
年
二
月
一日
現
在

委
員
長
　

知

事
　

長
洲

一
二

副
委
員
長
　
副
知
事
　

八
木

敏
行

副
委
員
長
　
県
史
総
括
監
修
者
兼
主
任
執
筆
委
員
　

竹
内

理
三

委

員
　

県
史
主
任
執
筆
委
員
　

大
久
保
利
謙

〃　

〃　

児
玉

幸
多

〃　

〃　

安
藤

良
雄

〃
　

県
総
務
部
長

　

宮
森

進

〃　

県
県
民
部
長
　

大
竹

達
雄

〃　

県
教
育
長
　

阿
部

治
夫

〃　

県
立
図
書
館
長
　

堀
池

慶
一

〃　

県
立
川
崎
図
書
館
長
　

加
藤

仁

〃　

県
立
博
物
館
長
　

戸
栗

栄
次

〃　

県
県
民
部
参
事
兼
県
史
編
集
室
長
　

島
田
昭
一郎

顧

問
　
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）　

坂
本

太
郎

神
奈
川
県
史
執
筆
委
員（
五
十
音
順
）　

昭和
五
十
七
年
二
月
一日
現
在

原
始
・
古
代
及
び
中
世

赤
星

直
忠
　

元
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

岡
本

勇
　

県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

○
竹
内

理
三
　

元
東
京
大
学
教
授（
県
史
総
括
監
修
者
）

貫

達
人
　

青
山
学
院
大
学
教
授

百
瀬
今
朝
雄
　

東
京
大
学
教
授
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近

世
青
木
美
智
男
　

日
本
福
祉
大
学
教
授

川
名

登
　

千
葉
経
済
短
期
大
学
教
授

神
崎

彰
利
　

明
治
大
学
講
師

木
村

礎
　

明
治
大
学
教
授

○
児
玉

幸
多
　

学
習
院
大
学
名
誉
教
授

近
代
及
び
現
代
（
政
治
・社
会
・文
化
担
当
）

今
井

庄
次
　

東
京
外
国
語
大
学
教
授

江
村

栄
一
　

法
政
大
学
教
授

○
大
久
保
利
謙
　

元
立
教
大
学
教
授

金
原

左
門
　

中
央
大
学
教
授

山
口

修
　

聖
心
女
子
大
学
教
授

近
代
及
び
現
代
（
産
業
・経
済
担
当
）

○
安
藤

良
雄
　

成
城
大
学
学
長

腰
原

久
雄
　

横
浜
国
立
大
学
助
教
授

寺
谷

武
明
　

横
浜
市
立
大
学
教
授

丹
羽

邦
男
　

神
奈
川
大
学
教
授

林

健
久
　

東
京
大
学
教
授

三
和

良
一　

青
山
学
院
大
学
教
授

山
本

弘
文
　

法
政
大
学
教
授

○
印
は
、
各
時
代
担
当
の
県
史
主
任
執
筆
委
員
を
示
す
。

神
奈
川
県
史
編
集
参
与（
五
十
音
順
）　

昭
和
五
十
七
年
二
月
一日
現
在

秋
本

益
利
　

横
浜
市
立
大
学
教
授

浅
香

幸
雄
　

北
陸
工
業
専
門
学
校
名
誉
校
長

大
岡

実
　

日
本
大
学
教
授

大
藤

時
彦
　

成
城
大
学
名
誉
教
授

小
出

義
治
　

神
奈
川
歯
科
大
学
助
教
授

酒
井

恒
　

東
京
家
政
学
院
大
学
教
授

佐
野

大
和
　

国
学
院
大
学
教
授

玉
村

竹
二
　

元
東
京
大
学
教
授

辻

達
也
　

横
浜
市
立
大
学
教
授

長
倉

保
　

神
奈
川
大
学
教
授

服
部

一
馬
　

横
浜
市
立
大
学
教
授

藤
田

経
世
　

跡
見
学
園
女
子
大
学
教
授

本
阿
弥
宗
景
　

元
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

見
上

敬
三
　

横
浜
国
立
大
学
教
授

三
上

次
男
　

青
山
学
院
大
学
教
授

宮
脇

昭
　

横
浜
国
立
大
学
教
授

森

栄
一　

元
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

山
中

裕
　

東
京
大
学
教
授

吉
川

逸
治
　

東
京
大
学
名
誉
教
授
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神
奈
川
県
史
通
史
編5

近
代
・現
代（2

）

第32

回
発
行

昭
和57

年3

月10

日
印
刷

昭
和57

年3

月25

日
発
行

非
売
品

編
集
　
神
奈
川
県
県
民
部
県
史
編
集
室

発
行
　
神
奈
川
県

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
り1

印
刷
　
大
日
本
印
刷
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
市
谷
加
賀
町1

丁
目12

番
地
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