
シ
リ
ー
ズ

は
じ
め
に

　

明
治
22
年
（
１
８
８
９
）、
東
海
道
本
線

の
開
通
に
よ
っ
て
、
日
本
の
東
西
両
京
は

初
め
て
鉄
道
で
結
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
路

線
選
定
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
天
下
の

険
と
う
た
わ
れ
た
箱
根
の
山
で
す
。

　

ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
か
、
山
を
迂
回
す
る

か
な
ど
議
論
さ
れ
た
結
果
、
当
時
の
技
術

で
は
箱
根
山
を
通
す
長
大
ト
ン
ネ
ル
を
掘

る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
た
め
、
国こ

う

づ
府
津
駅

か
ら
山
の
北
側
を
迂
回
し
て
、
御ご

て
ん
ば

殿
場
駅

経
由
で
沼
津
駅
へ
と
至
る
ル
ー
ト
が
選
ば

れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
ル
ー
ト
は
国
府
津
駅
か

ら
御
殿
場
駅
ま
で
は
急
な
登
り
斜
面
が
続

き
、
さ
ら
に
橋
梁
を
10
カ
所
以
上
、
ト
ン

ネ
ル
を
７
カ
所
も
通
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
建

設
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
運
行
に
お
い

て
も
多
大
な
苦
労
が
つ
き
ま
と
い
ま
し
た
。

線
守
稲
荷

　

そ
の
時
に
掘
ら
れ
た
７
つ
の
ト
ン
ネ
ル

は
、
山や

ま
き
た北

駅
か
ら
駿す

る
が
お
や
ま

河
小
山
駅
の
間
に
集

中
し
て
お
り
、
順
番
に
箱
根
第
１
ト
ン
ネ

ル
か
ら
箱
根
第
７
ト
ン
ネ
ル
と
番
号
で
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
最
長
の
第
２

ト
ン
ネ
ル
を
見
る
と
、
明
治
22
年
の
東
海

道
本
線
開
通
時
に
建
設
さ
れ
て
現
在
も
使

用
さ
れ
て
い
る
ト
ン
ネ
ル
と
、
明
治
34
年

（
１
９
０
１
）
の
複
線
化
の
際
に
掘
ら
れ
、

そ
の
後
に
廃
線
と
な
っ
た
旧
下
り
線
ト
ン

ネ
ル
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
廃
線
ト
ン
ネ
ル
の
西
口
の
上
に
は
、
線

守
稲
荷
と
い
う
小
さ
な
稲
荷
神
社
が
祀ま

つ

ら

れ
て
お
り
、
そ
の
創
建
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

線
守
稲
荷
の
伝
説

　

明
治
22
年
２
月
１
日
、
現
在
の
御
殿
場

線
が
東
海
道
線
と
し
て
開
通
し
た
当
時
、

足あ
し
が
ら
か
み

柄
上
郡
山
北
町
の
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
工
事

で
キ
ツ
ネ
の
巣
が
壊
さ
れ
た
。
や
が
て
工

事
が
完
成
し
、
列
車
が
通
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
ト
ン
ネ
ル
内
に
大
き
な
石
が
置
い

て
あ
っ
た
り
、
女
の
人
が
髪
を
振
り
乱
し

て
手
を
振
っ
た
り
す
る
の
が
見
え
た
。

　

機
関
士
が
急
停
車
し
て
確
か
め
て
も
、
異

常
は
み
ら
れ
ず
再
び
発
車
す
る
と
怪
異
が

起
こ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
あ
る

晩
、
線
路
で
牛
を
見
つ
け
た
機
関
士
は
ま

た
幻
か
と
思
い
、
そ
の
ま
ま
突
っ
走
っ
た

と
こ
ろ
、
何
か
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
、
調

べ
て
み
る
と
キ
ツ
ネ
の
死
体
が
横
た
わ
っ

て
い
た
。

　

第
二
墜ず

い
ど
う道
工
事
を
請
け
負
っ
た
建
設
会

社
の
親
方
は
、
工
事
中
に
キ
ツ
ネ
の
巣
を

つ
ぶ
し
た
こ
と
を
思
い
返
し
、
当
時
の
山

北
機
関
区
と
相
談
し
て
霊
を
慰
め
よ
う
と

伏
見
稲
荷
か
ら
お
札
を
受
け
「
正
一
位
線

守
稲
荷
神
社
」
と
命
名
し
、
盛
大
な
式
を

行
っ
た
と
こ
ろ
怪
異
が
ぱ
っ
た
り
や
ん
だ

の
で
、
そ
れ
以
来
毎
年
４
月
に
は
工
務
区

長
を
祭
主
と
し
て
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
墜
道
南
」の
現
業
社

　

明
治
時
代
の
人
々
は
、
現
在
よ
り
も
は

る
か
に
迷
信
を
信
じ
て
お
り
、
ま
た
ト
ン

ネ
ル
工
事
に
関
わ
る
人
々
は
、
禁
忌
や
縁

起
を
重
ん
じ
た
た
め
、
怪
異
が
本
当
に
あ
っ

た
か
は
と
も
か
く
、
伝
説
の
と
お
り
キ
ツ

ネ
の
祟た

た

り
を
恐
れ
た
云う
ん
ぬ
ん々

も
否
定
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
現
在
の
常
識
で
理

解
で
き
る
よ
う
な
範
囲
で
創
建
の
経
緯
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
伝
説
で
語
ら
れ
る
ト
ン
ネ
ル
工

事
を
請
負
っ
た
親
方
が
だ
れ
か
を
明
ら
か

に
し
ま
し
ょ
う
。
明
治
22
年
の
東
海
道
線
開

通
時
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
つ
い
て
は
、
第
２

か
ら
第
７
ま
で
の
６
つ
の
ト
ン
ネ
ル
を
現

業
社
と
い
う
建
設
会
社
が
特
命
で
請
負
い

ま
し
た
。
こ
の
現
業
社
は
「
墜
道
南
」
の

異
名
を
と
っ
た
南み

な
み
い
ち
ろ
べ
え

一
郎
平
が
興
し
、
鉄
道

建
設
を
専
門
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

箱
根
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
で
大
打
撃
を
受
け

ま
す
。

　

そ
れ
は
第
２
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
こ
と
で

し
た
。
ト
ン
ネ
ル
の
西
口
で
猛
烈
な
湧
き

水
に
遭
遇
し
て
大
損
害
を
受
け
、
そ
れ
が

も
と
で
現
業
社
は
破
産
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
、
水
が
湧
き
だ
し
た
第
２
ト
ン
ネ

ル
の
西
口
付
近
こ
そ
、
後
に
線
守
稲
荷
が

祀
ら
れ
た
場
所
で
し
た
。

明
治

  28
年
創
建

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
湧
水
を
キ
ツ

ネ
の
祟
り
だ
と
恐
れ
た
現
業
社
が
、
稲
荷
を

分
霊
し
た
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
実
は
線

守
稲
荷
が
祀
ら
れ
た
の
は
、
ト
ン
ネ
ル
完

成
か
ら
６
年
後
の
明
治
28
年
（
１
８
９
５
）

７
月
10
日
の
こ
と
で
あ
り
、
現
業
社
は
明

治
24
年
（
１
８
９
１
）
頃
に
は
解
散
し
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
線
守
稲
荷
を

祀
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
。

複
線
化
工
事

　

そ
れ
で
は
稲
荷
を
祀
っ
た
親
方
と
は
誰

な
の
か
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
簡
単
に
紹
介
し

た
複
線
化
工
事
の
際
に
、
明
治
22
年
の
ト

ン
ネ
ル
の
横
に
、
も
う
一
つ
の
ト
ン
ネ
ル

を
掘
っ
た
建
設
会
社
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

東
海
道
本
線
は
開
通
後
、
す
ぐ
に
複
線

化
工
事
が
開
始
さ
れ
、
早
々
に
沼
津
・
御

殿
場
間
が
明
治
23
年
（
１
８
９
０
）
12
月

に
完
成
。
続
い
て
御
殿
場
～
駿
河
小
山
間

が
翌
24
年
３
月
に
完
成
し
ま
す
。

　

ト
ン
ネ
ル
群
が
集
中
す
る
駿
河
小
山
～

山
北
間
は
、
10
年
遅
れ
の
明
治
34
年
６
月

に
完
成
し
ま
す
が
、
藤
井
良
晃
氏
の
『
山

北
鉄
道
盛
衰
史
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
ト

ン
ネ
ル
工
事
を
請
負
っ
た
の
が
、
地
元
松

田
町
の
請
負
業
者
で
あ
る
吉
田
組
の
吉
田

清
太
郎
で
し
た
。

　

第
２
ト
ン
ネ
ル
も
含
め
た
ト
ン
ネ
ル
群

の
工
事
は
、
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）
８

月
に
着
工
し
ま
し
た
の
で
、
工
事
に
先
ん

じ
て
明
治
28
年
７
月
に
線
守
稲
荷
が
祀
ら

れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く

は
、
先
の
工
事
で
の
出
水
事
故
を
重
く
見

て
、
そ
の
よ
う
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
な
い

よ
う
、
新
し
い
第
２
ト
ン
ネ
ル
西
口
建
設

予
定
地
の
頭
上
に
神
を
祀
る
こ
と
に
し
た

の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
も
し
伝
説
の
言

う
通
り
請
負
会
社
が
分
霊
に
関
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
吉
田
組
も
し
く

は
そ
の
下
請
け
会
社
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
ぜ
稲
荷
か
？

　

し
か
し
、な
ぜ
稲
荷
を
祀
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
安
全
な
ら
通
常

は
山
の
神
に
祈
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
稲
荷

な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
に
、
伝

説
に
も
登
場
し
た
「
山
北
機
関
区
」
が
ヒ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。
第
２
ト
ン
ネ
ル
か
ら

ほ
ど
近
い
場
所
に
山
北
駅
が
あ
り
ま
す
が
、

鉄
道
建
設
以
来
、
こ
の
駅
周
辺
は
大
変
な

発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
は
山
北
駅
か
ら
御
殿
場
駅
ま

で
は
、
急
な
上
り
が
続
く
難
所
で
、
そ
の

高
低
差
は
３
５
０
ｍ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
通
常
の
列
車
後
部
に
後
押
し
用
の

機
関
車
を
連
結
す
る
な
ど
の
準
備
が
必
要

と
な
り
、
そ
れ
を
行
う
の
が
急
坂
手
前
の

山
北
駅
だ
っ
た
の
で
す
。

　

山
北
駅
は
主
要
駅
と
し
て
広
い
敷
地
が

用
意
さ
れ
、
機
関
庫
や
転
車
台
な
ど
の
施

設
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
多
く
の
鉄

道
関
係
者
が
移
り
住
み
、
駅
を
中
心
と
し

て
山
間
の
小
さ
な
村
は
大
変
貌
を
遂
げ
た

の
で
す
。

繁
栄
を
願
っ
て

　

稲
荷
は
い
う
ま
で
も
な
く
農
商
工
業
あ

ら
ゆ
る
産
業
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
。
鉄
道
開
通
に
よ
っ
て
繁
栄
を

遂
げ
た
山
北
の
人
々
は
、
鉄
道
関
係
者
が

多
く
移
り
住
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
複
線
化

に
よ
っ
て
鉄
道
が
運
ぶ
さ
ら
な
る
富
を
期

待
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
の
中
か
ら
選
ば

れ
た
の
が
稲
荷
神
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
う
し
て
請
負
業
者
や
山
北
駅
周
辺
の

鉄
道
関
係
者
が
発
起
人
と
な
り
、
伏
見
稲

荷
か
ら
分
霊
し
て
、
新
し
い
ト
ン
ネ
ル
の

西
口
建
設
予
定
地
の
頭
上
に
祀
り
、
山
北

の
発
展
と
工
事
の
安
全
、
そ
の
後
の
順
調

な
運
行
を
祈
願
し
た
の
で
し
ょ
う
。
線
守

稲
荷
の
伝
説
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
に
ぽ
つ

ん
と
建
つ
稲
荷
を
見
た
人
々
が
、
後
に
生

み
出
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

そ
う
し
た
人
々
の
願
い
通
り
、
複
線
化

後
に
山
北
駅
周
辺
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初

期
に
最
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。
町
に
は
「
一

軒
に
一
人
は
鉄
道
員
が
い
た
」
と
い
う
ほ

ど
で
、
駅
周
辺
は
さ
ま
ざ
ま
な
商
店
や
料

理
屋
な
ど
が
立
ち
並
び
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
土
木
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て

長
大
ト
ン
ネ
ル
掘
削
が
可
能
に
な
る
と
、

箱
根
山
を
抜
く
丹
那
ト
ン
ネ
ル
が
建
設
さ

れ
、
昭
和
９
年
（
１
９
３
４
）
に
東
海
道

本
線
は
現
在
の
熱
海
ル
ー
ト
が
本
線
と
な

り
、
山
北
駅
を
通
る
ル
ー
ト
は
、
御
殿
場

線
と
名
付
け
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
線
と
な
り

ま
し
た
。
山
北
の
か
つ
て
の
繁
栄
は
影
を

ひ
そ
め
、
せ
っ
か
く
複
線
化
し
た
路
線
も

昭
和
18
年
（
１
９
４
３
）
に
再
び
単
線
と

な
り
、
今
も
静
か
に
運
行
を
続
け
て
い
ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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