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四
節

神
戸
市
制
の
成
立

公
共
事
業
へ
の
要
求
の
拡
大

デ
フ
レ
下

の
神
戸

議
会
制
度
の
確
立
を
通
じ
て
地
域
（
都
市
）
行
政
に
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
松
方
デ
フ
レ
郊
に
入
っ
た
時
点
で
一
頓
挫
を
き
た
し
た
。

し
か
し
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き

に
な
っ
て
、
地
域
社
会
か
ら
の
公
共
事
業
要
求
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
原
図
の
一
つ
は
、
明
ら
か
に

産
業
革
命
へ
む
け
て
の
臼
本
経
済
の
胎
動
で
あ
っ
た
。

し
か
し
今
一
つ
は
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
、
設
問
問
題
の
顕
在
化
で

あ
っ
た
。
神
戸
は
も
と
も
と
貧
困
者
の
流
入
に
よ
っ
て
膨
張
し
て
き
た
都
市
で
あ
っ
た
が
、
松
方
デ
フ
レ
下
に
あ
っ
て
、
そ
の

貧
困
問
題
は
明
ら
か
に
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
の
事
情
は
『
神
戸
開
港
一
一
一
十
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

不
景
気
は
最
早
其
の
級
点
に
達
し
た
り
、
細
民
の
困
難
は
、
最
早
山
県
物
に
供
す
る
の
口
問
な
く
、
彼
ら
の
救
済
主
と
し
て
頼

め
る
燐
寸
業
者
は
、
薬
品
欠
乏
と
称
し
て
休
業
す
る
者
多
し
。
茶
熔
賃
金
は
前
年
に
比
し
て
、
更
に
参
四
銭
の
下
落
、
な
来

し
、
茶
撰

貫
闘
の
賃
七
銭
に
し
て
、

の
茶
撰
は
日
朝
々
た
る
労
に
あ
ら
ず
、
此
の
労
働
を
す
ら
需
要
に
眠
り

El 
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あ
り
て
、
就
業
者
競
争
の
有
様
な
れ
ば
、
労
力
を
有
す
る
者
に
し
て
、
労
働
の
外
に
俳
相
す
る
者
其
の
数
挙
げ
て
算
ふ
ベ

か
ら
ず
。
人
力
車
夫
は
日
々
増
加
す
と
雌
も
、
梁
答
は
日
々
減
少
す
る
の
現
況
た
り
。
加
ふ
る
に
地
方
一
般
の
不
景
気
な

れ
ば
、
兵
神
の
間
に
糊
口
の
途
を
求
め
ん
と
し
て
、
一
係
人
口
入
営
業
者
の
門
に
集
る
閉
会
漢
は
、

ロ
入
営
業
者
、
な
間
却
せ

し
な
る
迄
多
し
。

十
九
年
に
兵
隊
県
第
一
’
部
長
牧
野
伸
顕
が
行
っ
た
『
民
心
向
背
景
況
調
』
も
、
同
様
に
、
当
時
の
神
戸
の
状
況
を
「
十
中
ノ

七
八
ハ
貧
民
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
経
済
的
笠
岡
と
同
時
に
、
賭
博
や
売
春
の
盛
行
な
ど
社
会
道
徳
の
崩
壊
現
象

も
起
こ
っ
て
い
た
。

し
か
も
軍
要
な
こ
と
は
、
明
治
二
年
に
元
神
戸
村
名
主
生
烏
四
郎
太
夫
ら
の
援
助
で
発
足
し
、
明
治
四
年
以
降
は
県
の
積
極

的
な
支
援
を
受
け
て
、

一
時
は
「
沖
人
夫
二
百
名
」
（
『
神
戸
開
港
一
一
一
十
年
史
』
）
な
ど
千
人
を
超
え
る
収
待
者
数
を
数
え
る
ま
で
に

発
展
し
た
、

関
浦
清
五
郎
（
も
と
は
地
方
の
角
力
取
で
当
時
は
仲
仕
出
合
場
を
設
け
早
船
営
業
を
し
て
い
た
。

な
お
「
丘
ハ
附
仲
間
派
史
料
」
な
ど
で

は
清
次
郎
と
な
っ
て
い
る
。
）
の
経
営
す
る
貧
民
収
容
施
設
百
人
部
屋
な
ど
も
、

ほ
ぼ
明
治
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
瓦
解
同
然
の

状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
点
で
あ
っ
た
。
関
浦
自
身
明
治
十
年
代
に
は
神
戸
を
離
れ
て
い

松
方
デ
フ
レ
期
に
は
頼
る

神戸市flillの成立

ベ
き
伝
統
的
救
食
施
設
の
な
い
と
こ
ろ
で
貧
困
者
が
流
れ
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
明
治
十
年
代
後
半
、
デ
フ
レ
下
の
食
間
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
社
会
資
本
の
必
要
性
が
増

食
閤
問
題
と
公

共
事
業
婆
求

大
し
、
公
共
事
業
の
拡
大
止
を
要
求
す
る
世
論
が

に
台
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
世
論
を

第四節

形
成
す
る
先
頭
に
た
っ
た
の
が
、
明
治
十
七
年
に
発
刊
さ
れ
、
以
後
、

の
好
余
治
折
は
あ
っ
た
が
、
神
戸
を
代
表
す
る
ジ

ャ

l
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
吋
神
戸
叉
新
日
報
』
で
あ
っ
た
。
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「神戸将来の卒業」

構想
表 5

神戸将来の事業

市区改正

商法会議所設立

商業学校拡張

クラブ拡張

直輸出会社設立

湊川l是防耳元除

瓦＊lfr燈設澄

道路改良

測候所設窓

会堂設置

劇場改良

物品展覧場設立

旅店新設

公園地設援

桟橋増設

資料： r神戸又新日報」明

治19年 9)'J10日～

10月10日

司
叉
新
』
は
、
明
治
十
九
年
一
一
月
五
日
か
ら

十
日
に
か
け
て
四
回
に
わ
た
っ
て
「
旧
識
多
非

人
を
保
護
す
る
の
議
L

（
社
説
）
と
題
し
、
明
治

四
年
の
え
た
非
人
な
ど
を
平
民
間
様
と
す
る
こ

と
を
定
め
た
、

い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
L

以
後
も
、

①

①

①

①

①

①

⑦

①

①

⑬

＠

⑫

⑬

⑬

⑬

 

を
位
向
に
受
け
、
決
し
て
其
の
権
利
の
上
に
於
て
他
の
平
民
と
異
な
る
無
き
の
実
あ
る
か
を
考
ふ
る
に
、
然
ら
ざ
る
も
の
あ
る

「
果
し
て
己
に
一
般
人
民
と
同
等
間
一
の
取
扱

を
明
言
せ
ざ
る
可
か
ら
」
ず
と
の
認
識
の
も
と
、
被
差
別
部
落
民
の
生
活
と
職
業
の
改
善
の
た
め
の
、
行
政
の
積
極
的
保
護
政

り
広
げ
た
。

策
、
を
求
め
た
の
を
皮
切
り
に
、
防
疫
（
特
に
コ
レ
ラ
対
策
）
・
救
賓
の
た
め
の
行
政
の
積
械
的
活
動
を
求
め
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰

さ
ら
に

へ
と
発
燥
さ
せ
た
。
九
月
十
日
か
ら
十
月
十
日
に
か
け
て
、

歩
進
め
て
そ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、
十
九
年
の
後
半
に
は
、
公
共
事
業
全
般
の
積
級
化
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

表
5
に
掲
げ
た
諸
点
に
わ
た

「
神
戸
将
来
の
事
業
」
と
題
し
て
、

る
神
戸
の
「
外
観
と
体
裁
」
に
か
か
わ
る
公
共
事
業
の
実
施
を
力
説
し
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
当
時

中
央
（
内
務
省
と
外
務
省
）
に
お
い
て
立
案
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
都
市
計
画
事
業
、
東
京
市
区
改
正
事
業
問
様
の
事
業
を
、
神
戸
に
お

い
て
実
施
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
い
き
つ
い
た
所
が
次
の
様
な
政
治
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
世
人
に
向
ひ
、
干
渉
主
義
愛
す
べ
き
乎
、
放
任
主
義
悪
む
べ
き
乎
と
問
は
ば
、
誰
れ
か
干
渉
主
義
の
悪
む
べ
く
し
て
放

68 第一主主近代務明期の事11戸



任
主
義
の
愛
す
べ
き
を
答
へ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
（
略
）
一
閃
し
て
民
業
の
独
立
を
翠
間
に
せ
ん
に
は
、
成
る
べ
く
政
府
が
其

の
手
を
控
へ
、
干
渉
の
度
合
｝
減
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
所
謂
放
任
主
義
こ
そ
民
権
の
為
に
は
甚
だ
大
切
至
極
の
も

ひ－一

の
な
り
と
縦
、
も
、
而
か
も
我
議
窃
か
に

ふ
る
に
、
其
の
民
業
上
の
盛
衰
に
於
け
る
景
況
如
何
に
依
て
は
、
或
は
政
府
が

一
時
放
任
主
義
を
廃
し
て
干
渉
主
義
を
活
用
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
場
合
在
て
存
す
べ
き
を
信
ず
る
也
（
『
又
新
』
明
治
十
九
年

七
月
十
一
一
一
日
）

っ
代
議
政
体
は
最
強
w
良
な
る
政
体
に
非
ず
L

こ
れ
が
結
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
叉
新
』
は
自
由
放
任
主
義
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
自
由
民
権
派
を
で
は
な
く
、
明
治
十
四
年
以
降
の
官
掠

主
導
型
の
保
護
主
義
的
都
市
行
政
を
支
持
す
る
方
向
に
傾
い
て
い
っ
た
。

ち
な
み
に
兵
庫
県
が
明
治
十
九
年
四
月
か
ら
県
布
達

告
示
等
を
『
叉
新
』
に
料
（
抹
殺
す
る
こ
と
を
も
っ
て
勺
公
布
式
」
と
し
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
県
会
を
支
配
し
て
い
た
立
憲
改

進
党
の
系
統
の
雑
誌
『
政
友
』
が
猛
烈
に
反
対
し
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
た
。

『
叉
新
』
の
こ
の
論
調
は
、

必
ず
し
も
当
時
の
神
戸
市
民
全
体
の
位
論
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、

『
又
新
』
が
世
論
を
創
造
す
る
有
力
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ

た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ
た
。

神戸市制jの成立

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
転
換
し
つ
つ
あ
る
位
論
を
背
景
に
、
政
府
や
県
は
強
力
行
政
に
よ
る
積
極
的
な
公
共
事
業
の
推
進
を
は

か
る
た
め
に
再
び
都
市
の
自
治
確
立
の
試
み
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

第四郊
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2 

地
方
自
治
制
の
形
成

地
方
自
治

の
精
神

こ
う
し
て
地
方
行
政
に
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
政
府
や
兵
庫
県
の
側
は
、
あ
ら
た
め

て
地
域
社
会
に
自
治
安
｝
確
立
し
よ
う
と
し
始
め
た
。
そ
の
場
合
依
拠
し
う
る
社
会
的
基
盤
は
一

つ
で
あ
っ
た
。

一
つ
は
町
村
や
同
業
組
合
と
い
っ
た
同
家
の
法
的
保
護
（
一
ニ
新
法
・
同
業
組
合
準
別
）
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
伝
統
的
共
同
体

（
旧
慣
）
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
つ
は
、
先
に
述
べ
た
強
力
な
行
政
に
よ
る
杭
続
的
な
公
共
事
業
の
推
進
な
期
待
す
る
位
論
の
存
在

で
あ
っ
た
。
政
府
な
り
兵
庫
県
の
側
が
再
び
地
方
自
治
に
お
け
る
議
会
制
度
を
確
立
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
つ
の
基
盤
を

組
み
合
ぜ
て
、

か
つ
て
の
交
拘
社
系
民
権
運
動
に
代
わ
る
新
た
な
議
会
政
治
の
基
礎
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

で
は
そ
の

た
め
に
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
の
方
法
は
、
町
村
を
基
礎
に
町
村
会
で
選
ば
れ
た
代
表
が
郡
会
を
構
成
し
、
郡
市
会
で
選
ば
れ
た
代
表
が
府
県
会
を
構

成
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
町
村
共
同
体
に
基
礎
を
泣
き
、
そ
の
町
村
「
印
結
L

の
原
理
を
次
々
、
と
上
位
の
団
体
へ
拡
大
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
レ
ベ
ル
の
議
会
（
地
方
自
治
）
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
町
村
共
同

体
の
に
は
治
と
大
規
模
な
近
代
的
公
共
事
業
の
接
点
を
剣
り
出
す
べ
く
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
新
し
い
地
方
自
治
制
と
な
っ
て
あ
ら

ー
／
令
し
～
」

o

vづ
A
，ゅ
A
J
j

神
戸
に
適
用
さ
れ
た
市
制
に
即
し
て
、
そ
の
新
L
い
地
方
自
治
制
の
要
点
を
示
す
と
茨
6
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
市
制
と
い
う
法
律
の
条
文
で
は
、
市
（
市
会
）
と
い
う
団
体
が
町
村
共
向
体
を
基
礎
に
す
る
と
は
書
い
て
な
い
が
、
市
が

70 第一主主近代務渉j期の神戸



第四節神戸市制！の成立

住

公
市

民

表 6 市 iill］の概要

民［市内に住般会占める者。公共の造営物主主に市有財産を共用する

権利を持ち，市の負担を分担する義務官ピ負う。

氏； 「帝国臣民」にして公権を有し，独立の男子（25歳以上・独立

j生計）で2年以上市内に住み，市の負担な分担し，市内におい

！て地租を約めるか若しくは複接関税2内以上を納める者。

市の選挙に参与し市の名誉理主に選任される権利及び義務をヰぎす

る。

34人

三級選挙（直接市税の内選挙人総長の納税額を 3分し，その 3

分の lを約める上位納税者を一級選挙人，次 3分の 1't,ビ納める

中位納税者を二級選挙人，最後3分の 1を納めるその他の納税

者を三級選挙人とし，各級同数の議員を選挙させる方法。ただ

：し被選挙人はどの級から選挙されてもよい）。選挙区は闘に

よって設けてもよい。

！浜！市を代表し，市制に現在拠してr}:jに関する一切のことについて議

決をおこなう権限を有する。

市長 1人，助役 l人（市会による選挙，任期6年），名誉職参事

j 会員6人（市公民中30歳以上にして選挙絡を有する者より市会

執 ir!J'参事会；が選任，任期4年）によって構成。

市を統絡し行政事務を担任する。

選挙権

被選挙権

・m I定数

！選挙方法

」k
μミ

行

機

関

7I 

J在

r!'f公民

市公民

市会が推薦した3人の候補者の内から 1人宮内務大尽が選び，

天皇に上奏し裁可を得て選任する。任期は6年。また本人が公

Eとであるなしは問わなし、。

市政一切の事務を指揮段脅し処務に渋滞のないよう務める。

歴史編lV 近代・現代



町
村
同
様
っ
隣
保
問
結
」
の
間
体
と
い
う
定
義
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
ど
こ
の
都
市
で
も
市
制
成
立
夜
後
に
市

会
議
員
選
挙
広
と
し
て
学
区
が
よ
み
が
え
り
、
市
会
議
員
が
事
実
上
学
区
（
町
組
）
代
表
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
徐
々
に
市
会
が

都
市
全
体
の
代
表
と
い
う
よ
り
も
「
予
選
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
代
表
の
妥
協
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
な

ど
を
考
え
る
と
、
市
も
行
政
町
村
同
様
町
村
共
同
体
を
基
礎
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
地
方
自
治
制
度
を
つ
く
っ
た
だ
け
で
は
、
地
方
行
政
を
進
め
て
い
く
の
に
必
要
な
リ
i
ダ
l
シ
ッ
プ
は

生
ま
れ
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
の
精
神
を
体
現
し
各
レ
ベ
ル
の
議
会
を
支
配
し
得
る
強
力
な
っ
与
党
」
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

そ
の
確
立
が
第
二
の
方
法
で
あ
っ
た
。

政
党
の
二
つ

の
パ
タ
ー
ン

と
こ
ろ
で
地
方
向
治
制
制
定
当
時
、
有
力
な
議
会
勢
力
の
つ
く
り
か
た
に
は
、
次
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。

つ
は
、
神
戸
で
は
主
に
立
窓
改
進
党
系
の
人
々
が
強
く
主
張
し
た
、

に
基
づ
く
人
々
の

強
間
な
結
合
、
即
ち
政
党
を
つ
く
り
だ
し
、
党
と
党
、
主
義
と
主
義
の
争
い
を
媒
介
に
強
力
な
議
会
勢
力
を
つ
く
り
だ
し
て
い

く
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
主
張
に
基
づ
く
、
も
の
で
あ
っ
た
。

何
事
に
依
ら
ず
事
業
を
成
就
す
る
の
闘
に
は
、
必
ず
二
期
の
時
代
を
通
過
す
る
も
の
な
り
。
其
の
初
め
を
準
備
の
時
期
と

し
、
其
の
次
を
実
行
の
時
期
と
す
。
（
略
）
政
治
上
の
運
動
も
（
略
）
今
日
以
住
は
準
備
の
時
期
に
属
し
、
今
日
以
後
は
実
行

の
時
期
に
属
す
。
準
備
の
時
期
に
当
り
て
は
、
其
の
政
治
論
も
（
略
）
仮
令
其
の
政
治
論
は
敬
細
の
点
迄
及
ぴ
た
り
と
す
る

も
、
口
に
之
を
鴫
ふ
る
に
止
ま
り
て
突
に
之
を
行
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
之
が
為
め
利
容
を
感
ず
る
も
の
極
め
て
稀
れ
に
、

議
論
上
に
於
て
は
両
者
大
に
相
違
す
る
所
あ
る
も
、
双
方
相
譲
り
て
尚
ほ
一
党
派
の
下
に
立
ち
た
る
も
の
少
し
と
せ
ず
。

然
る
に
今
や
我
国
は
政
治
上
漸
く
準
備
の
時
代
を
通
過
し
て
実
行
の
時
期
に
移
り
、
害
人
が
品
開
て
熱
心
に
論
弁
し
た
る
政
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治
改
革
の
問
題
は
、
議
員
の
選
挙
法
、
政
党
内
閣
の
制
度
、
地
方
自
治
の
制
度
等
の
如
、
き
若
々
之
を
実
行
せ
ん
と
す
る
の

場
合
と
は
為
れ
り
。
（
略
）
吾
人
が
今
日
努
む
べ
き
の
要
は
、
此
の

に
政
治
上
の
意
見
を
表
明
し
て
意
見
向
じ
き
者
は

弘
む
？
レ

ム
口
し
、
意
見
の
相
兵
る
も
の
は
離
れ
、
密
着
し
て
離
れ
ざ
る
の
党
派
止
を
結
合
し
、
旗
織
を
国
会
議
場
の

し
ゆ
え
い

輪
一
鼠
を
争
ふ
に
在
り
。
（
加
藤
政
之
助
「
祝
辞
」
『
政
友
』
第
一
号
、
明
治
二
十
一
年
十
月
）

方
に
立
て
堂
々

い
ま
一
つ
は
、
む
し
ろ
明
瞭
な
主
義
を
掲
げ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
「
旧
関
」
に
恨
ざ
し
た
地
域
社
会
の
「
隣
保
田

結
」
の
関
係
を
維
持
・
確
立
し
て
大
同
団
結
を
ば
か
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
一
大
議
会
勢
力
な
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
方
法
で

あ
っ
た
。
当
然
こ
の
二
つ
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
最
初
の
方
法
を
主
張
す
る
立
憲
改
造
党
系
の
『
政
友
』
ば
、

こ
の
後
者
の
や
り
方
を
次
の
よ
う
に
非
難
し
た
。

所
謂
大
同
盟
結
は
何
等
の
口
対
的
を
以
て
結
合
す
る
も
の
敗
、
後
藤
伯
が
東
北
漫
遊
の
際
に
為
し
た
る
演
説
及
び
伯
の
機
関

た
る
政
論
の
去
ふ
所
に
按
れ
ば
、
大
同
団
結
は
滞
閥
排
斥
の
為
め
、
国
会
に
於
て
勢
力
を
得
る
為
め
、
外
交
政
略
の
為
め

に
必
要
な
り
と
す
る
に
在
り
。
在
れ
ば
此
の
必
要
止
を
充
た
す
の
目
的
を
以
て
結
合
を
謀
る
も
の
に
外
な
ら
ざ
る
べ
し
。
大

問
団
結
の
罰
的
と
す
る
所
犬
れ
斯
く
の
如
し
。
然
れ
ど
も
其
目
的
を
達
す
る
に
は
果
し
て
如
何
な
る
方
法
手
段
に
繰
る
ベ

神戸市制！の成立

き
欺
は
米
だ
嘗
て
一
一
…
一
一
口
米
・
句
も
み
ノ
ケ
ゼ
公
に
し
た
る
こ
と
な
し
。
暇
だ
前
述
の
一
一
一
必
要
な
感
ず
る
も
の
は
共
に
来
っ
て
大
同

い
や
し

団
結
を
組
織
す
べ
し
と
云
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
左
れ
ど
荷
く
も
五
官
、
を
兵
へ
て
普
通
の
知
識
を
有
す
る
者
は
、
何
人
と

雌
も
比
等
の
必
要
を
感
ぜ
ざ
る
も
の
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
斯
か
る
日
的
を
以
て
殊
更
に
鴎
結
を
謀
る
の
姿
あ
ら
ず
。

し
か
の
み

加
之
な
ら
ず
単
に
目
的
を
同
ふ
す
る
の
放
を
以
て
結
合
し
た
る
鴎
結
は
、
遂
に
其
の
無
効
に
帰
せ
ん
こ
と
を
恐
る
与
な
り
。

第凶節

何
と
な
れ
ば
仮
令
目
的
は
間
一
な
り
と
す
る
も
其
の
之
を
達
す
る
の
方
法
手
段
に
否
り
て
は
未
だ
必
ず
し
も
悶

な
り
と
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謂
ふ
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
（
「
大
同
問
絡
を
諭
ず
」
吋
政
友
』
第
五
号
、
明
治
二
十
一
年
十
二
月
）

し
か
し
閑
家
や
兵
庫
県
に
と
っ
て
、
前
者
の
方
法
は
既
に
明
治
十
四
年
以
前
に
実
験
済
み
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
段
階
で

田
家
や
兵
庫
県
が
目
指
し
た
の
は
主
と
し
て
後
者
の
方
法
で
あ
っ
た
。

大
同
団
結
運

動
の
展
潤

中
央
で
は
、
井
上
繋
が
、
当
時
地
方
自
治
の
担
い
手
た
る
名
望
家
層
を
基
盤
に
し
た
政
党
、
自
治
党
の
組
織

化
に
奔
走
し
て
い
た
。
兵
庫
県
で
は
県
の
怠
を
休
し
た
『
又
新
』
が
、
逆
に
大
同
団
結
運
動
に
尽
を
つ
け
た
。

条
約
改
正
・
地
租
軽
減
・
一
言
論
自
由
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
町
村
の
「
隣
保
団
結
し
を
寄
せ
て
郡
市
の
「
隣
保
団
結
し

を
創
造
し
、
そ
の
郡
市
の
代
表
を
結
集
し
て
一
大
政
治
勢
力
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
い
う
大
問
団
結
運
動
の
試
み
は
、
外
交
問
題

で
は
対
立
し
て
い
て
も
地
方
自
治
制
を
つ
く
り
だ
し
た
政
府
の
意
国
と
あ
る
意
味
で
は
一
致
し
て
い
た
。
大
同
倶
楽
部
系
の
間

体
兵
庫
県
同
志
会
が
結
成
さ
れ
る
と
明
治
二
十
ニ
年
六
月
二
十
日
、

『
叉
新
』
は
社
説
で
次
の
よ
う
な
エ
i
ル
を
そ
の
向
志
会

に
送
っ
た
。
そ
し
て
自
ら
大
同
派
の
機
関
紙
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

同
志
会
は
一
個
人
の
団
体
に
あ
ら
ず
し
て
間
体
の
団
体
な
り
。
一
印
し
て
各
都
市
の
団
体
は
如
何
な
る
も
の
な
る
敗
（
硲
）
、

同
志
会
が
各
都
市
団
体
に
向
か
っ
て
求
む
る
所
は
、

一
人
の
常
議
員
な
出
し
通
信
員
を
寵
き
、
会
員

ヶ
年
若
干
の
醸
金

を
徴
収
す
る
に
止
ま
り
て
、
敢
て
其
の
他
に
及
ば
ざ
る
を
見
れ
ば
、
各
郡
市
の
団
体
は
其
名
義
の
如
何
に
関
せ
や
す
、
若
干

の
人
員
を
団
結
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
則
ち
団
体
と
し
て
認
む
る
も
の
L
如
し
。
然
れ
ど
も
各
都
市
に
数
個
の
小
団
体
を

形
造
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
数
個
の
小
団
体
あ
る
も
の
は
、
大
同
団
結
の
主
義
に
基
き
小
兵
を
楽
て
L
大
関
を
取
り
、

一
大

団
体
を
組
織
せ
し
め
、
充
分
に
自
治
独
立
の
資
格
を
形
造
る
の
方
案
な
り
と
。
向
志
会
の
目
的
果
し
て
斯
の
如
き
も
の
な

り
と
す
れ
ば
、
同
志
会
の
組
織
は
、
地
方
分
権
の
原
則
に
基
き
、
各
都
市
間
体
の
自
治
独
立
認
め
た
る
も
の
な
り
と
評
す
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ベ
き
敗
。
同
志
会
の
組
織
地
方
分
権
の
主
義
を
実
行
し
た
る
も
の
な
り
と
す
れ
ば
、
従
来
我
邦
に
行
は
れ
た
る
中
央
集
権

の
国
体
と
は
大
に
其
趣
き
を
川
内
に
し
、
区
々

の
進
退
を
以
て
其
勢
力
に
影
響
せ
ず

『
叉
新
』
が
兵
庫
同
志
会
合
｝
地
方
自
治
制
に
最
も
な
じ
な
組
織
形
態
な
備
え
た
組
織
だ
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
強
力
な
地
方
行
政
・
議
会
制
度
を
創
出
す
る
た
め
の
以
上
二
つ
の
や
り
方
は
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
も
の

は
不
完
全
な
が
ら
地
方
自
治
制
と
し
て
定
着
し
た
。

し
か
し
第
一
一
の
も
の
は
成
功
し
な
か
っ
た
。

『
叉
新
』
の
大
向
田
結
運
動

へ
の
期
待
は
、
や
が
て
明
治

に
は
い
り
、
兵
隊
問
志
会
が
立
憲
白
由
党
結
成
へ
と
純
化
な
遂
げ
て
い
く
段
階
で
は
喪

切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

立
議
自
由
党

の
結
成
へ

憲
法
制
定
止
玄
関
前
に
し
て
、
板
底
退
助
を
中
心
に
旧
・
自
由
党
系
メ
ン
バ
ー
を
結
集
し
て
本
格
的
な
政
党
を
結

成
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
る
と
、
そ
の
波
は
兵
向
仲
間
志
会
を
も
巻
き
込
ん
だ
。
明
治
二

月

三
日
、
姫
路
に
お
い
て
、
中
央
か
ら
板
間
…
退
場
・
柏
木
校
盛
・
小
林
樟
雄
ら
を
招
い
て
悶
志
大
懇
親
会
と
兵

J

附
県
同
志
会
臨
時

総
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
の
討
議
さ
れ
決
議
さ
れ
た
議
案
は

本
会
は
表
商
社
交
上
の
組
織
な
る
も
、
哀
聞
に
向
き
て
視
れ
ば
政
社
た
る
大
同
倶
楽
部
に
気
脈
を
通
じ
、
立
ハ
に
政
治
上
の

神戸市il~Jの成立

運
動
を
な
さ
ん
と
す
る
に
あ
り
。
然
る
に
客
年
十
一
一
月
に
歪
り
、
板
騒
仏
間
は
大
阪
に
於
て
政
友
大
懇
親
会
会
」
起
さ
れ
た
る

に
当
た
り
、
大
間
倶
楽
部
も
臨
時
総
会
を
聞
き
其
の
主
義
を
発
表
す
る
に
歪
れ
り
。
弦
に
於
て
か
我
間
志
会
も
一
定
の
主

義
を
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
時
機
に
溜
過
し
た
る
を
以
て
、
本
日
の
臨
時
総
会
を
開
き
た
る
所
以
な
り
。
諸
君
気
運
の

第四節

向
か
ふ
所
を
察
し
宜
し
く
評
議
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
。
（
『
又
新
』
明
治
二
十
一
一
一
年
一
月
十
五
日
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
絞
寝
の
愛
閤
公
党
結
成
の
動
き
に
合
流
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
内
容
的
に
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な
こ
と
は
、
地
域
の
「
隣
保
団
結
」
の
関
係
を
基
礎
に
一
大
議
会
勢
力
の
組
織
化
な
困
る
と
い
う
大
向
田
結
運
動
の
当
初
の
惣

念
の
破
綻
が
宣
告
さ
れ
、

「
主
義
」
に
基
づ
く
団
結
と
い
う
改
進
党
系
同
様
の
政
党
結
成
の
方
式
が
改
め
て
主
張
さ
れ
た
点
で

あ
っ
た
。
結
局
地
方
自
治
を
支
え
る
運
動
と
し
て
の
大
同
団
結
運
動
に
対
す
る
『
叉
新
』
の
、
そ
し
て
『
叉
新
b

が
そ
の
怠
を

体
し
た
県
や
国
家
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
叉
新
』
を
代
表
し
て
向
志
会
の
幹
事
を
務
め
て
い

た
村
上
定
は
臨
時
総
会
に
対
し
て
辞
託
の
意
思
を
伝
達
し
、
十
四
日
付
け
の
『
叉
新
』
に
お
い
て
「
各
地
方
の
間
体
に
充
分
な

る
権
利
を
与
へ
地
方
自
治
の
精
神
を
培
養
せ
ん
こ
と
を
期
し
た
」
問
志
会
当
初
の
問
的
が
失
わ
れ
た
と
し
て
「
兵
庫
県
同
志
会

を
脱
す
」
（
『
又
新
』
明
治
二
十
三
年

月
十
四
日
）
る
旨
公
表
し
た
。
結
局
神
戸
に
お
い
て
地
方
自
治
制
は
H

仏
つ
く
っ
て
魂
い
れ

ず
μ

と
い
う
状
態
、

つ
ま
り
強
力
な
「
与
党
」
な
し
の
状
態
で
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
後
兵
庫
県
政
界
は
、

に
基
づ
く
二
つ
の
政
治
勢
力
に
急
速
に
色
分
け
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
先
の
悶
志
会
臨
時
総
会
後
、
数
日
を
経
ず
し
て
兵
庫
県
愛
国
倶
楽
部
結
成
の
準
備
が
開
始
さ
れ
、

結
果
的
に
は
兵
庫
同
志
会
の
立
憲
自
由
党
兵
競
路
支
部
へ
の
衣
替
え
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
神
戸
で
は
、

そ
れ
と
対
抗
し
て
立
憲
改
進
党
が
再
び
台
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

76 第一主主近代務明郊の神戸


