
明治五年九月十二日（旧暦）新橋・横浜間の鉄道が開業した。 文明開
化を標持する明治新政府にとって、鉄道の敷設は、新生日本のイメー
ジを内外に印象づけるためにも是非ともやり遂げるべき大事業であっ
た。 実際、新しい時代のシンボルとして、陸蒸気ほど人々に鮮烈な印
象を与えたものは無かったのではないか。 その起点、である新橋ステー
ションは、まさに近代日本の始発駅となったのである 。
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新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
復
元
の
夢

明
治
五
年
（

一
八
七
二
）
九
月
、
今
か
ら

一O
八
年
前
に

、

日
本
に
は

じ
め
て
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
、
新
橋
横
浜
聞
が
い
ち
早
く
開
通
し
た
。
そ
の

時
東
京
の
新
橋
に
建
設
さ
れた
タ
ー

ミ

ナ
ル
が
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

Jで
あ

っ
て
、
鉄
道
唱
歌
に
も
歌
わ
れて
い
る
よ
う
に

汽
笛
一
声汽
車
は
新
橋
か

ら
出
発
し

た
。
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
云
わ
ず
と
知
れ
た
日
本
の
駅
の
原

点
で
あ
り
源
流
な
の
で
あ
る
。

鉄
道
は
、
窓
龍
し
か
な
か
っ
た
世
の
中
に
忽
然
と
し
て
出
現
し
た
文
明

開
化
の
花
形
店
で
あ
っ
て
、
庶
民
は
こ

の
文
明
の
利
器
の
出
現
に
驚
嘆し
興

奮
し
た
の
だ
っ
た
。
距
離
は
僅
か
二
十
九キ
ロ

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
東
京

か
ら
横
浜
に
i
十
三
分
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た

。

鉄
道
は
陸
蒸
気
と

も
い

わ
れ
た
。

陸
上
を
走
る
乗
り
合
い
の
交
通
機
関
の
志
昧
がこ
の
陸
蒸
気
と

い
う

一
一
円
葉
に
托
さ
れ
て
い
た。

陸
蒸
気
に
乗
る
人
は
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
行

っ
て
発
車
を
待
ち
、
上
等
中
等
下
等
の
ど
れ
か
を
懐
具
合
に
応
じ
て
選
ん

で
乗
っ
た
。事

は
お
雇
い
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
の
手
、
て
進
め
ら
れ
、
レー
ル
も

機
関
車
も
客
車
も
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
、
運
転
も
は
じ
め
は
イ

ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
て
、
当
初
は
鉄
道
全
体
が
舶
来
品
で
あ
る
。

ス
テ
ー

シ

ョ
ン
も
外
人
建
築
家
設
計
の
ハ
イ
カ
ラ
な
洋
風
建
築
で
あ

っ
て
、
新
橋
ス

テ
ー

シ
ョ
ン
は
新
興
東
京
の
玄
関日
を
飾
っ
た
。

東
京
の
明
治
洋
風
建
築

は
明
治
元
年
の
築
地
ホ
テ
ル
館
に
つ
ぎ
、
延
遼
館
（
二
年
）
、
海
軍
兵
学
資

お
よ
び
竹
崎
附
常
（
同
年
）
、
そ
し
て
新
橋
ス
テ

ー

シ
ョ
ン
、
第
今
同
立
銀

行
と
い
う
順
序
に
な
る
が
、
誰
で
も
何
時
で
も
向
由
に
出
入
り
で
き
る
点

で
は
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
が
最
初
で
あ
り
第

一
号
な
の
で
あ
っ
た
。

陸
茶
気
の
駅
は
、
は
じ
め
の
頃
は
駅
と
も
停
車
場t
も
云
わ
ず
、
英
詩

そ
の
ま

J

ゲ
』
片
カ
ナ
廿
げ
き
し
て
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
と
い
い
、
新
橋
は
新
橋
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、
成
浜
は
横
浜
ス
テー
シ
ョ
ン
と
称
し
た
。
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

を
我
流
に
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
k

か
ス
テ
ン
シ
ョ
、
ス
テ
ン
所
な
ど
t

説
る
こ

と
も
あ
る
が
、
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
両
極
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
と
い
わ
れ
た
。
如
何
に
も
ハ
イ
カ
ラ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

川
来
の
街
道
府
駅
と
の
無
山
の
摩
擦
を
避
け
た
背
心
の
結
果
で
あ
っ
て

、

後
に
は
「

・川
町
市
場
」
に
な
り
「
駅
」
と
なった
わ
け
で
あ
る
。

日
本
最
初
の
新
情
ス
テー
シ
ョ
ン
は
、
横
浜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に

横
浜
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人
技
師
建
築
家
のR

・
p

・
プ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
戸
］U・

建主Jl.
ji)(. 

ョ
ン
の
辿
築
ド
引
’
仁
川
引
を
み
る
t

次
附
の
よ
う
に
な
り
、
お
よ
そ
の
全
体

の
［
れ
は
わ
か
る。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
．
十
州
も
立
耐
も
往
築
的
に
は

王
月
七
日
品
川
償
浜
削
仮
開
換

一
一一
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h
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R

川
崎
見
川
浜

品
川
箇
剛
柵

さ

つ
は
り
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る

。

戦
後
川
鉄
に
人
り
此
川v
r牒
滋
氏
（4

・
ん
日
本
控
築
山
子
会
会
長
）
、
太
川
和
夫

氏
（
側
鉄
道
会
防
相
談
役
）
の
し
た
で
控設と
研
究
に
符
い
情
熱
を
傾
け
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
私
は
い
つ
し
か
幻
の
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
復
元
を

夢
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
凶
鉄
本
社
の
技
術
局
が
A
H同
し
て
鉄
道
技
術
発

注
史
の
編
集
を
計
州
し
た
の
は
附
和
二

卜
ん
年
ご
ろ
、
で
あっ
た
が
、
命
ぜ

ら
れ
る
ま
ま
に
娃
築
制
を
判
中
ー
す
る
こ
と
に
なった
。
先
輩
・

同
僚
の
協

h

も
あ
っ
て

a

応
の
体
裁
は
整
い
、
無
事
脱
稿
し
て
部
内
、
て
印
刷
さ
れ
た

の
は
昭
和
一
二

十
川
年
－
川
で
あ
る。

復
一
応
の
夢
を
果
た
す
絶
好
の
チ
ャ
ン

ス
で
は
あ
っ
た
が
、
部
分
仁
川
此
わ
れ
て
は
全
体
は
擢
ら
な
い
t

思
い
、
惜
し

い
が
復
正
作
挫
ポ
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

昭
和
4
4
9卜
瓦
年
同
鉄
を
退
職
し
て
、
谷
口
士
ロ郎
先
生
に
さ
そ
わ
れ
博
物
館

川
治
村
の
削
設
に
附
与
し
て
か
ら
も
復
見
の
夢
は
消
え
る
ど
こ
ろ
か
益
々

大
き
く
脹
ら
ん
で
い
っ
た。昭
和
問
卜
問
年
目
前
文
化
交
渉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
波
欧
し
た
時
、
知
県
聞
な
日
程
を
や
り
く
り
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
占
い
大
駅

を
眺
め
る
こ

と
も
忘
れ
な
か

っ
た
。

気
催
な

一
人
旅
の
お
蔭
て
、
駅
の
特

色
も
機
能
も
、
「
．h
聞
は
．
け
ん
に
伽
か
ず
」の
誌
の
と
お
り
、
A
く
わ
か

っ
た
ば
か
り
か
、
永
レ
こ
と
ん
叫
に
なっ
て
い
る
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
似
点

の
ヒ
ン
ト
を
よ
う
や
く
捌
む
、
」
ー
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

欧
米
の
駅
に
つ
い
て
は
す
で
に
ミ
l

ク
ス
の
名
許
が
あ
る

。

山
版
ぃ
山
一
後

に
読
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ミ
l

ク
ス
は
ど
ち
ら
か
と
レ
う
と
静
的

な
笠
”
で
あ
っ
て
、
旅
存
の
動
態
に
対
応
し
た
動
的
な
事
項
に
は
視
点
が
向

け
ら
れ
て
い
な
い
。

欧
米
の
人
に
は
中l
然
の
を
で
あ
る
。

静
か
な
ト
人
駅
の

片
隅
に
件
ん
で
鉄
刊
の
シ
エ
ッ
ド
を
仰
い
さ
日
欧
の
相
違
を
あ
れ
こ
れ
と
比

菊
池
重
郎

回
コ
己m
dコ
ω
）
が
設
計
監
理
し
た。当
時
鉄
道
寮
に
は
大
勢
の
イ
ギ
リ
ス
技

術
陣
が
い
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
鉄
道
の
目
玉
で
あ
る

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
設
計

を
何
故
民
間
の
ア
メ
リ
カ
人
が
や
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
判
も
記
録
が

な
く
不
思
議
なこ
t

で
あ
る
が

、

何
か
複
雑
な
理
山m
が
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。

プ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
幕
末
に
横
浜
に
渡
来し
た

一
人
で
、
築
地
ホ
テ
ル

館
の
建
築
に
も
関
与
し
て
い
て
、
H

本
特
に

関
東
の
事
情
に
詳
し
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が

、

ア
メ
リ
カ
公
使
館
書
記
官
A

・
L

・

c

－

ポ
l

ト
マ

ン

や
高
島
嘉
右
衛
門
な
ど
と
も
関
係
、
が
あ
っ
た
のJで
あ
ろ
う
。
彼
は
間
も
な

く
新
橋
に
近
い
木
挽問
に
後
藤
象
二
郎
の
蓬
莱
社
（後
の
第
十
五
銀
行
）

の
建
築
も
設
計
し
て
い
て
、
当
時
点
浜
問
、
て
は
ウオ
！

ト

ル
ス
よ
り
も
先

輩
格
の
著
名
な
外
人
建
築
家
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
ご
多
分
に

も
れ
ず

、

そ
の
出
生
も
そ
の
後
の
消
息
も
残
念
乍
ら
杏t
し

て
知
ら
れ
な
い
。

設
計
者
プけ
ん
シ
エ
ン
ス
の
、
」と
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
と
似
て
、
新
橋
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
建
物
も
明
治
丘
年
以
来
大
正一
二年
ま
で
、
新
橋
停
車
場
時

代
を
含
め
て
東
海
道
本
線
の
起
点
とし
て
無
数
の
旅
客
を
出
入
り
さ
せ
て

い
た
の
に
も
拘
ら
ず

、

記
録
が
失
わ
れ
窓
外
と

そ
の
実
態
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

外
人
の
設
計
と
Y

フ
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
で
は

災
害
が
多
く
、
開
業
を
真
近
に
控
え
た
明
治
五
年
二
月

二
十
六
日
に
は
和

国
倉
大
火
が
起
こ

り
築
地
ホ
テ
ル
館
も
こ

の
時
焼
失
し
た
が

、

鉄
道
の
役

所
で
あ
る
鉄
道
寮
の
属
し
た
工
部
省
庁
舎
も
焼
失
し
重
要
な
資
料
も
な
く

な
っ
た
の
。
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
大
正
十
二
年
九
月

一
日
に
は
関
東
大
震
災

が
突
如
と
し
て
発
生
し、

由
諸
あ
る
新
橋
ス
テー
シ
ョ
ン
も
鉄
道
省
庁
舎

も
地
震
に
伴
う
火
事
で
焼
失
し
た

。

錦
絵
や
宴
具
が
俺
か
に
そ
の
悌
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
絶

え
ず
改
修
・

改
良
を
重
ね
て
旅
客
の
増
加
な
ど
に
順
応
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
閉
山
辿
山
｜

初
の
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
昭
和
に
な
る
と
次
第
に
幻

の
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

開
通
当
時
の
工
事
記
録
は
殆
ど
見
中
l

ら
な
い
が
、
信
怨
性
の
高
い
唯
一

の
記
鉢
は
明
治
五
年
十
月
付
の
「
従
東
京
新
橋
至
横
浜
野
モ
浦
・

鉄
道
話

控
築
筒
所
分
費
用
綱
同
」
で
あ
ろ
う
。
「
筒
所
分
」
と
い
う
の
は
筒
所
別
の

意
味
で
鉄
道
施
設
の
工
事
費
を
表
記
し
て
い
る
。
戦
前
に
は
忘
れ
ら
れ
て

い
た
が
、
鉄
道
技
術
発
達
史
編
纂
の
折
利
用
し

、

昭
和
四
十
五
年
の
国
鉄
百

年
史
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
橋・
横
浜
両
ス
テ
l

シ

較
し
て
み
た
。

駅
と
ホ
ー
ム
と
の
関
係
だ
が
、

広
い
コ
ン
コ
l

ス
が
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
駅Jて
は
そ
の
小
川
に
一
郎

テ
ー
ブ
ル
や
的f
も
あ

っ
て
ゆ
っ
く
り
コ
ー

ヒ
ー
も
ビ
ー
ル
も
飲
め
る
。

一
駅
山
小
［
何
に
並
行
し
ホ

l

ム
に
は
直
角
に
配
置

さ
れ
て
い
る
こ
の
大
き
な
空
間
は
コ
ン
コ

l

ス
の
名
の
通
り
で
あ
る
。

H

本
と
の
淀
川
を
避
け
る
た
め
に
、
私
は
「
横
引
き
コ
ン
コ1
ス
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
て
レ
る
が
、
開
業
時の
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
も
小
脱
校
に
し

ろ
こ
れ
が
あ
っ
た
、
』
と
を
今
迄
見
逃
し
て
い
た
の
だ
っ
た。

州
同
後
も
日
々
建
物
保
存
の
仕
事
に
追
わ
れ
た
が
、
折
を
み
て
少
l

時
山
下

仲
ー
だっ
た
打
川
孝

a

氏
や
少
し
遅
れ
て
作
可
申
郎
氏
の
協
力
で
復
元
同
の

作
成
を
進
め
た

。

正
而
の
立
而
附
は
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
だ
資
料

が
抜
け
て
い
て
耽
安
な
北
H
a
y
聞
が
思
う
よ
う
に
抗
け
な
い。

別
の
仕
事
で
、

知
り
な
が
ら
A
I迄
利
川
し
な
か
っ
た
－
資
料
に
ふ
と
気
が
つ
き
、
椴
討
す

る

t

ど
う
や
ら
う
ま
く
行
く
。

早
速
復
元
論
の
市
制
を
世一H
い
た
。

昭
和
問

卜
九
年
の
、
」t
で
あ
っ
た
が
、
製
凶
の
子
が
都
人
け
っ
か
す
草
稿
は
そ
の
ま
ま

阪
氏
仁
枝
に
ま
み
れ
て
し
ま
っ
た。

そ
の
後
、
谷
川
航
長
か
ら
建
築
模
型
作
製
の
案
が
て
て
、
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
も
加
え
る
こ
と
に
し
た

。

政
型
作
製
は
行
子
前
に
慎
竜
な
山
下
術
的

研
究
が
必
要
で
あ
る
。

い
い
や
い
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
け
ん
透
し
が
あ
る

。

闘

い
向
ば
か
り
で
な
く
校
型
ま
で
製
作
で
き
る
な
ら
、
夢
は
果
た
せ
る

。

よ
川
和

夫
氏
に
も
相
談
し
た

。

復
元
の
H
歩
は
ど
う
や
b

実
引
し
そ
う
に
み
え
た
が
、

谷
川
氏
は
昨
年
の
二
月
に
急
逝
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
大

林
組
が
「
季
刊
大
林
」
の
特
集
テ
ー
マ
を
「
駅
」
と
定
め
、
新
橋
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
復
元
の
企
同
を
持
ち
込
ん
で
き
た。

太
川
和
夫
氏
、
国
鉄
の
鈴
木

建
築
課
長
の
お
勧
め
も
あ
っ
て
復
元
凶
作
成
仁
者
千
し
、
大
林
組
建
築
設

計
部
門
の
方
々
の
献
身
的
な
ご
協
力
を
え
て
、
廿
余
年
に
わ
た
っ
た
明
治

初
期
、
開
業
時
の
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
復
元
凶
は
こ
こ
に
出
米
上
が
っ
た

。

思
う
と
永
レ
道
程
で
あっ
た
が
、
協
力
を
賜
っ
た
大
勢
の
ト
力
々
に
心
から

感
謝
の
意
を
表
す
る

。

復
元
に
際
し
て
は
建
築
史
家t
し
て
堂
術
的
に
正
確
を
期
し
た
の
で
、
近

く
そ
の
過
程
は
学
術
論
文
に
ま
と
め
て
ご
批
判
を
仰
十
こ
と
と
し
て
い
る

が
、
や
っ
と
日
本
の
近
代
的
陸
上
交
通
の
源
流
、
で
あ
る
鉄
道
の
、
百
余
年

前
に
開
通
し
れ
／
？
当
時
の
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
姿
が
今
に
匙
っ
た
喜
び
を

諸
賢
と
と
も
に
分
か
ち
あ
い
た
い
。
故
人
と
な
ら
れ
た
伊
藤
滋
、
谷
口
吉
郎

両
博
士
も
喜
ん
で
い
て
下
さ
るこ
と
で
あ
ろ
う
。
夢
は
は
て
し
な
い
。

何

と
か
し
て
楽
し
い
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
模
型
を
作
り
た
い
も
の
で
あ
る

。
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新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
復
元
を
め
ぐ
っ
て

「
駅
」
｜
｜
わ
れ
わ
れ
は
今
そ
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
通
勤
や
買
い
物
の
た
め
の
乗
降
場
所
、
ま
た
は
旅
の

起
着
点
、
あ
る
い
は
待
ち
合
わ
せ
の
目
標
と
、
駅
の
利
用
法
は
人
さ
ま
ざ

ま
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
今
日
の
駅
は
、
日
常
生
活
の
中
の
当
然
の

風
景
と
し
て
、
建
築
物
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
η

場
所
。
と
し
て
よ
り

強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
か
つ
て
駅
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
人
々
に
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
と

非
日
常
的
で
新
鮮
な
風
景
を
呈
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
五
年
、

新
橋
・
横
浜
聞
に
鉄
道
が
初
め
て
開
通
し
、
そ
の
基
軸
と
な
る
新
橋
ス
テ

ー
シ

ョ
ン
の
洋
風
駅
舎
が
、
新
都
東
京
に
建
っ
た
時
、
で
あ
ろ
う

。

以
来
、
百
余
年
。
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
近
代
的
陸
上
交
通
の
原
点

と
し
て
、
広
く
人
々
に
記
憶
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
像
は
歴
史
の
霧
の
彼

方
へ
埋
も
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
霧
の
皮
膜
を
一
枚

－
枚
は
が
し
な
が
ら
、
建
設
当
初
の
新
橋
ス
テー
シ
ョ
ン
の
復
元
を
試
み
、

「
駅
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
点
へ
立
ち
帰
っ
て
み
よ
う
と
考
え
た
。

新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
明
治
四
年
三
月
に
着
工
さ
れ
、
同
年
十
一
月

に
本
屋
落
成
。
翌
五
年
六
月
仁
乗
降
場
が
完
成
し
た。

ア
メ
リ
カ
人
建
築

家
R

・
p

・
プ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
設
計
に
な
る
こ
の
洋
風
駅
舎
は
、
安
藤
広

重
を
は
じ
め
と
す
る
往
時
の
絵
師
た
ち
の
手
で
、
錦
絵
と
し
て
そ
の
美
し

い
姿
を
数
多
く
今
仁
残
し
て
い
る。

開
業
式
の
模
様
や
、
陸
蒸
気
に
群
が

る
人
々
の
有
様
を
描
い
た
錦
絵
の
華
や
か
な
雰
囲
気
は
、
新
橋
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
が
、
創
設
当
時
ど
れ
ほ
ど
人
々
の
耳
目
を
集
め
た
か
を
、
如
実
に
伝

え
て
く
れ
た
。
鉄
道
建
築
は
、
ま
さ
に
時
代
の
花
形
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

閃
み
仁
、
開
業
翌
年
の
明
治
六
年
に
お
け
る
新
橋
・
横
浜
聞
の
乗
降
人員

は
、
年
間
百
四
十

一
万
人
と
伝
え
ら
れ
て
い
る。

斗
時
、
東
京
市
民
は
約

八
卜
九
万
人
と
い
う
記
録、

が
あ
る
の
で
、

一人
平
均

一
・

五
回
乗
降
し
た

こ
t

に
な
り
、
陸
蒸
気
仁
新
時
代
の
夢
を
託
す
市
民
の
姿
が
う
か
が
わ
れ

て
興
味
深
い
。
従
っ
て
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
の
復
元
対
象
も
、

単
に
明
治
期
の
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
と
も

開
業
当
時
、
つ
ま
り
明
治
五
年
九
月
十二
円
当
時
の
駅
舎
の
復
元
へ
と

一

歩
進
ん
だ
。
鉄
道
の
「
駅
」
の
原
点
は
、
極
ま
れ
ば
、

え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
あ
る
と
考

今
に
残
る
錦
絵
の
点
数
の
多
さ
か
ら
推
察
し
て
も
、
新
橋
ス
テ
l

シ
ヨ

こ
う
し
た
事
情
を
知
る
こ
と
は
、
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
復
元
の
隼
宋
に

と
っ
て
、
い
わ
ば
前
提t
な
る
助
走
路
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う

に
時
代
背
対
と
駅
舎
建
設
の
周
辺
状
況
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

こ
と
は
、
木
米
の
復
江
作挫来
に
一
段と
意
欲
を
か
き
た
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

開
業
当
初
の
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
資
料
は
、一
つ
も
残
っ
て

い
な
い
と
前
述
し
た
。
確
か
に
、
駅
舎
の
図
面
（
平
面
、
立
面
）
や
計
測

さ
れ
た
正
式
な
数
字
の
記
述
は
残
存
し
な
い
。
ま
た
錦
絵
は
、
数
値
的
な

観
点
か
ら
は
役
に
立
た
な
い
。
だ
が
街
池
重
郎
氏
は
、
復
元
の
際
、
数
値

を
決
定
す
る
の
に
役
立
つ
と
忠
わ
れ
る
資
料
を
、
長
い
年
月
の
間
に
こ
つ

こ

つ
と
集
め
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る

。

そ
の
資
料
の
中
で
、
今
回
の
復
元

に
．
番
重
要
な
意
味
を
持
っ
と
忠
わ
れ
た
も
の
は
、
開
業
当
時
の
新
橋
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
を
写
し
た
数
葉
の
占
写
真
、
で
あ
っ
た
。

当
時
、
居
留
地
の
外
国
人
向
け
に
発
行
さ
れ
て
い
た
英字
新
聞
『
ザ
・

フ
ァ
l

イ
ー
ス
ト
』
（
吋
宮
司R

何
回
印
丹
）
掲
載
の
も
の
。
時
代
は
少
し

下
る
が
『
円
本
鉄
道
紀
要
』
に
載
っ
た
も
の
。
そ
の
他
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
古
写
真
は
、
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
し
日
の
委
を
、
は
っ
き
り
と

わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
た
。

新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
は
、
洋
風
の
木
骨
石
造二
階
建
て
二
棟
t

、

そ
れ
ら
を
結
ぶ
平
屋
建
て

一
棟
で
あ
り
、
背
面
に
乗
降
場
（
ホ
ー
ム
）
が

直
角
に
仲
ぴ
る
形
で
あ
る
。
二
階
建
て
二
棟
の
屋
根
は
瓦
葺
き
で
、
軒
に

は
パ
ラ
ペ
ッ
ト
（
手
す
り
壁
の

一
種
）
を
巡
ら
し
、

一 、

二
階
を
仕
切
る

外
壁
部
分
と
軒
下
に
は
蛇
腹
が
施
さ
れ
て
い
る
。

街
池
氏
の
ご
教
示
を
受
け
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
写
真
か
ら
各
部
の
構
造

を
読
み
取
る

一
方
、
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
し
日
の
姿
を
最
も
正
確

に
伝
え
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
写
真
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
今
回

の
復
元
の
基
礎
を
《
写
真
》
に
置
くこ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
写

真
か
ら
の
復
－正
の
試
み
で
あ
る
。

写
真
か
ら
復

一正
図
を
作
成
す
る
手
法
は
、
通
常
の
透
視
図
描
法
の
逆
の

作
業
t

い
え
る
。

平
面
図
と
立
面
閃
か
ら
－
つ
の
立
体
的
な
透
視
図
を
作

成
す
る
年
末
が
通
常
の
も
の
だ
が
、
今
問
の
復
元
年
末
で
は
透
視
図
に
相

当
す
る
写
真
を
幕
仁
、
消
点
と
視
点
を
計
測
し
て
割
り
出
し
、
建
物
全
体

の
輪
郭
を
求
め
、
わ
ず
か
に
残
存
す
る
数
値
t

符
合
さ
せ
て
み
る
作
業
な

の
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
残
存
す
る
数
値
と
は
、
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
平
面
の

の
f

法

（一幅
）
で
あ
る。

菊
池
重
郎
氏
は
独
自
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の

よ
法
が
η

柱
芯
寸
法
の
で
あ
る
の
か
、
砂

外
法
J

法
。
（
外壁
か
ら
外
暗
ま

ン
の
復
元
に
役
立
つ
資
料
は
、国
鉄
関
係
各
機
関
に
何
ら
か
の
形
で
か
な

り
残
存
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
は
最
初
の
作
業
と
し
て
、建
設
当
時
の
資
料
の
蒐
集
に
か
か
っ
た
の

で
あ
る

。

t

こ
ろ
が
、
こ
の
第

一
段
階
で
、
早
く
も
年
末
は
難
航
し
た
。
残
存
し

て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
関
係
の
建
設
資
料
が
、

わ
ず
か

一点
も
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
の
難
闘
を
乗
り
越
え
る
べ

く
、
国
鉄
の
協
力
を
仰
い
だ
結
果
、一
人
の
碩
学
と
出
合
う
こ
と
が
で
き

た
。
建
築
史
家
で
あ
り
工
学
博
士
の
菊
池
重
郎
氏
で
あ
る

。

菊
池
氏
は
、
単
に
こ
の
方
面
。
て
の
碩
学
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
橋

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
的
意
義
を
惜
し
ま
れ
、
そ
の
復
元
を
自
ら
の
手
で

果
た
す
べ
く
、
数
少
な
い
資
料
を
長
年
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
て
お
ら
れ
た

（
こ
の
間
の
事
情
は
、
菊
池
氏
ご
自
身
の
文
章
に
詳
し
い
）
。
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
、
こ
の
菊
池
重
郎
氏
と
の
出
合
い
は
、
ま
さ
に
稀
有
の
幸
運
で
あ

っ
た
。

菊
池
重
郎
氏
に
よ
っ
て
、
ま
ず
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
建
設
の
前
提
と
も

な
る
べ
き
諸
事
情
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
新
橋
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
立
地
の
問
題
で
あ
る
。

当
時
の
欧
州
に
お
け
る
駅
は
、
従
来
の
都
市
構
造
を
壊
す
こ
t

な
く
、

そ
の
周
辺
に
建
設
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
東
京
の
場
合
も
、
駅
は
当
然
旧

市
街
を
壊
す
こ
と
な
く
、
品
川
辺
り
に
設
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
に
も
拘
ら
ず
、
汐
留
の
地
ま
で
中
心
部
へ
深
く
引
き
込
ま
れ
た
の
は

ー
ー
の
築地
に
外
人
居
留
地
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
政
府
の
官
庁
も
そ
の

近
辺
に
あ
っ
た
た
め
、
便
利
き
を
考
慮
しh
J②
す
「
西
側
を
走
る
東
海
道

の
旅
客
業
者
（
旅
龍
・
駕
鎚
屋
な
ど
）t
の
摩
擦
を
避
け
た
＠
海
沿
い
に

え
ん
り
ょ
う
か
ん

浜
御
殿
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
延
遼
館
（
明
治
期
最
初
の
外
国
貴
賓
館
）

の
よ
う
な
外
交
上
重
要
な
建
物
が
あ
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
海
際
へ
も
寄
れ

な
か
っ
た
｜
｜

こ
の
三
つ
の
条
件
が
、
い
わ
ば
三
す
く
み
の
状
態
と
な
り
、

汐
留
の
地
に
武
家
屋
敷
を三
軒
だ
け
壊
し
て
建
設
さ
れ
る
、
」
と
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
新
橋
・
横
浜
聞
の
鉄
道
は
、
明
治
政
府
が
、
や
が
て
中
山
道
を

経
由
し
て
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
た
本
線
に
対
す
る
支
線
と
い
う
構
想
の

下
に

一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
スt
し
て
敷
設
し
た
ら
し
い
こ
と
も
判
明
し
た

。

で
）
で
あ
る
の
か
を
決
定
さ
れ
た
。
復
元
年
末
の
眼
目
は
、
こ

の
決
定
値

を
基
に
、
新
橋
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
正
確
な
平
面
寸
法
と
高
さ
を
求
め
る
こ

t
t

な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
古
写
真
の
う
ち
に
は
、
建
物
の
垂
直
線
が
上
部
で
少
し
内

側
に
傾
斜
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
正
確
な
す
法
を
計
測
で
き
な
い
も
の

が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
写
真
技
術
に
よ
っ
て
こ
の
あ
お
り
を
修
正
す
る
必

要
が
生
じ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
写
真
家
協
会
々
長
・
元
日
大
教
授
の

渡
辺
義
雄
氏
に
ご
指
導
を
賜
わ
る
一
方
、
東
洋
航
空
事
業
株
式
会
社
に
依

頼
、
写
真
の
歪
み
を
修
正
す
る
偏
歪
修
正
機
を
利
用
し
た
修
正
作
品
芋
ゲ
』
進

め
、
計
測
・
修
正
・
確
認
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
各
寸
法
の
割
り
出

し
を
行
い
、
種
々
の
デl
タ
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
よ
う
や
く
復
元
図

作
成
の
た
め
の
基
礎
的
な
数
値
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
数
値
を
も
と
に
、
平
面
図
、
立
面
図
を
完
成

し
た
が
、
さ
ら
に
大
林
組
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利
用
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ス
ペ
イ
ス
」
を
使
用
し
、
新
橋
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
の
透
視
図
を
ふ
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
描
出
し
て
古
写
真
と
そ
の
輪
郭
を

鳥
取
・
検
証
、
予
想
ど
お
り
の
結
果
を
得
る
こ
t

が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
現
代
的
な
写
真
技
術
あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る

確
認
作
業
を
経
て
、
わ
れ
わ
れ
の
隼
宋
は
駅
舎
各
所
の
細
部
復
元
に
及
ん

で
い
っ
た
。
古
写
真
の
各
部
分
を
可
能
な
限
り
拡
大
し
、
そ
の
実
景
を
読

み
取
る
一
方
、
錦
絵
、
t

く
に
、
明
治
絵
画
館
所
蔵の
「
京
浜
鉄
道
開
業

式
行
幸
」
（
小
村
大
雲
画
）
は
も
と
よ
り
明
治
建
築t
し
て
名
高
い
国
立
京

都
博
物
館
、
大
阪
桜
宮
公
会
堂
（
旧
大
阪
造
幣
寮
）
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
細

部
の
拡
大
写
真
を
数
多
く
撮
影
し
て
参
妥dと
し
た
の
で
あ
る
。

新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
か
く
し
て
百
有
余
年
の
眠
り
の
中
か
ら
そ
の

吉日

全
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場

合
、
洋
風
と
は
い
え
瓦
葺
き
の
屋
根
は
和
風
で
あ
り
、
正
面
入
口
上
部
の

壁
面
は
石
に
模
し
た
木
造
な
の
で
あ
る
。
建
築
に
携
わ
っ
た
日
本
の
大
工

棟
梁
達
の
戸
惑
い
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
伝
統
の
日
本
建
築
技
法

と
、
陸
続
と
導
入
さ
れ
る
近
代
西
欧
建
築
技
法
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
力
い

っ
ぱ
い
技
を
競
い
合
っ
た
彼
等
の
熱
い
息
吹
き
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
文
明
開
化
の
始
発
駅w

で
あ
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、
鉄
道
建
築
の
記
念
碑
で
あ
り
試
金
石
で
も
あ
っ
た
の
だ

。

と
も
あ
れ
、
菊
池
重
郎
氏
の
ご
指
導
を
賜
わ
り
こ
こ
に
よ
う
や
く
出
l

初

の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

あ
と
は
、
同
氏
が
学
術
的
な
復
元

論
文
を
一
日
も
早
く
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い

。
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