
は

じ

め

に

小

野

芳

朗

京
都
の
近
代
の
都
市
史
を
書
く
に
あ
た
っ
て
︑
本
書
で
は
水
に
着
目
す
る
︒
本
書
の
背
景
に
あ
る
都
市
史
家
と
し
て
の
筆
者
の
視

点
は
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
日
本
の
都
市
に
お
い
て
近
世
と
近
代
の
結
節
点
は
い
つ
な
の
か
︒
都
市
に
よ
り
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
か
も
し
れ
な
い
が
︑
大

概
的
に
考
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
都
市
計
画
法
の
成
立
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
大
正
八
︵
一
九
一
九
︶
年
の
都
市
計
画
法
の
成

立
に
よ
り
︑
ま
ず
東
京
︑
大
阪
︑
京
都
︑
名
古
屋
︑
神
戸
︑
横
浜
の
六
大
都
市
に
同
法
が
適
用
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
先
立
つ
大
正
七
年

に
は
市
区
改
正
の
準
用
が
京
都
︑
大
阪
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
市
区
改
正
と
は
明
治
二
一
︵
一
八
八
八
︶
年
に
内

務
省
が
公
布
し
た
東
京
市
区
改
正
条
例
に
始
ま
る
東
京
の
帝
都
改
造
計
画
で
あ
り
︑
都
市
改
造
は
法
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
︒
し
か

し
︑
そ
れ
ら
を
全
国
一
律
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
︑
都
市
改
造
を
始
め
る
の
は
都
市
計
画
法
以
来
で
あ
る
︒

都
市
計
画
の
歴
史
に
関
し
て
は
︑
あ
ま
た
の
著
作
が
存
在
す
る
が
︵
�
︶
︑
都
市
史
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
と
︑
都
市
計
画
は
都
市
改
造

の
た
め
に
全
国
統
一
の
技
術
と
施
工
の
法
令
を
定
め
︑
そ
れ
を
帝
国
大
学
土
木
工
学
科
出
身
の
内
務
省
技
師
群
が
担
う
シ
ス
テ
ム
︵
�
︶
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
の
規
模
が
全
国
的
で
あ
り
︑
か
つ
戦
前
の
朝
鮮
半
島
や
台
湾
の
各
都
市
に
も
植
民
地
法
で
適
用
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
︑
す
べ
て
の
都
市
は
イ
ン
フ
ラ
と
い
う
構
造
が
法
に
規
制
さ
れ
て
同
一
の
規
格
に
な
っ
て
い
く
︒
い
さ
さ
か
乱
暴
に
ま
と
め

れ
ば
︑
大
正
八
年
以
来
計
画
さ
れ
た
都
市
は
︑
そ
の
後
財
政
事
情
や
戦
災
な
ど
の
障
害
を
経
な
が
ら
事
業
を
推
し
進
め
︑
よ
う
や
く

近
年
に
な
っ
て
八
〇
年
来
の
計
画
を
完
成
さ
せ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
は
都
市
計
画
法
規
格
都
市
で
あ
る
た
め
全
国
的
に
似
た
表
情
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の
都
市
が
出
来
上
が
っ
た
と
い
え
る
︒

筆
者
の
い
う
都
市
の
近
代
と
は
︑
規
格
都
市
の
計
画
と
事
業
が
遂
行
さ
れ
て
以
後
の
時
代
を
指
す
︒
都
市
計
画
は
研
究
事
例
が
豊

富
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
そ
の
時
代
以
前
︑
つ
ま
り
明
治
時
代
は
都
市
史
上
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
︒
東
京
は
前
記

の
よ
う
に
帝
都
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
の
市
区
改
正
事
業
が
適
用
さ
れ
た
特
別
な
事
例
で
あ
る
︒
東
京
に
首
都
の
座
を
奪
わ
れ
た
京

都
は
ど
う
か
︒
都
市
の
骨
格
を
改
造
す
る
道
路
計
画
は
明
治
三
〇
年
代
に
京
都
策
二
大
事
業
と
し
て
計
画
さ
れ
︑
そ
れ
が
明
治
末
の

西
郷
菊
次
郎
市
長
に
よ
る
京
都
市
三
大
事
業
の
一
つ
と
な
っ
て
︑
道
路
の
拡
幅
と
新
造
が
現
代
の
京
都
市
の
骨
格
を
作
り
︑
や
が
て

都
市
計
画
事
業
に
結
び
つ
い
て
い
く
︒
改
造
の
本
格
的
な
着
手
は
明
治
末
で
あ
っ
た
︒
多
く
の
都
市
の
明
治
時
代
が
近
世
的
な
空
間

の
継
承
に
あ
る
よ
う
に
︑
京
都
で
も
基
本
的
に
近
世
京
都
は
続
い
て
い
た
︒

大
き
な
イ
ン
フ
ラ
と
い
え
ば
明
治
二
三
︵
一
八
九
〇
︶
年
竣
工
の
琵
琶
湖
疏
水
で
あ
る
︒
明
治
天
皇
が
上
京
区
︑
下
京
区
に
遺
し

た
産
業
基も

と

立だ
て

金き
ん

を
も
と
に
興
し
た
事
業
で
あ
り
︑
財
政
的
に
も
近
代
京
都
の
産
業
都
市
へ
の
脱
皮
を
ね
ら
っ
た
大
事
業
が
疏
水
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

な
ぜ
︑
疏
水
と
い
う
水
イ
ン
フ
ラ
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
計
画
立
案
さ
れ
た
明
治
一
〇
年
代
の
社
会
的
︑
技
術
的
背
景
が
理
由

で
あ
る
と
考
え
る
︒
当
時
の
交
通
の
主
力
は
舟
運
で
あ
っ
た
こ
と
︑
産
業
の
中
心
と
し
て
は
工
業
は
未
だ
幼
く
︑
そ
れ
ゆ
え
農
業
生

産
力
の
向
上
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
︑
ま
た
日
本
の
都
市
は
燃
え
や
す
く
︑
常
に
防
火
の
備
え
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

お
そ
ら
く
時
代
が
下
が
る
と
︑
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
は
鉄
道
や
火
力
発
電
と
な
り
︑
か
つ
ダ
ム
技
術
に
よ
る
水
力
発
電
︑
そ
し
て
自
動

車
交
通
の
発
達
に
よ
り
道
路
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
琵
琶
湖
疏
水
は
日
本
で
は
比
較
的
早
く
都
市
改
造
に
取
り

組
ん
だ
京
都
が
︑
そ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
た
都
市
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
︑
水
流
を
引
き
込
み
︑
都
市
の
水
量
を
飛
躍
的
に
増
加
せ
し
め

る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
引
き
込
む
水
に
は
都
市
的
な
条
件
が
課
せ
ら
れ
る
︒

第
一
に
都
市
に
お
い
て
飲
用
水
と
生
活
・
灌
漑
・
防
火
用
の
水
は
水
質
的
に
区
分
さ
れ
た
︒
後
者
は
河
川
水
な
ど
の
表
流
水
で
よ
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い
が
︑
前
者
は
衛
生
上
汚
染
を
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
多
く
の
都
市
で
は
地
下
水
︵
井
戸
水
︶
を
使
用
し
た
︒
京

都
の
水
は
﹁
古
来
佳
良
﹂
と
の
評
判
は
︑
こ
の
飲
用
・
食
用
と
し
て
の
地
下
水
が
豊
富
か
つ
軟
水
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
し
か
し
︑

地
下
水
は
灌
漑
や
防
火
に
充
て
る
ほ
ど
量
的
に
豊
富
で
は
な
い
︒
一
時
的
に
あ
る
量
が
確
保
さ
れ
な
い
と
灌
漑
や
防
火
の
用
に
は
役

立
た
な
い
が
︑
地
下
水
は
そ
う
し
た
一
時
的
な
大
量
確
保
が
難
し
い
︒
そ
れ
は
河
川
水
に
頼
っ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
生
活
内

の
洗
濯
や
農
事
に
適
す
る
水
は
真
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
か
つ
︑
あ
る
程
度
の
水
質
を
保
つ
必
要
が
あ
る
︒

海
に
近
い
都
市
で
は
河
川
に
満
潮
時
に
塩
分
が
h
上
し
て
く
る
︒
こ
れ
を
塩え

ん

水す
い

楔
く
さ
び

と
い
う
︒
こ
の
た
め
︑
塩
が
上
が
っ
て
く
る

河
川
沿
岸
の
田
畑
は
︑
そ
れ
よ
り
も
上
流
の
河
川
域
か
ら
用
水
を
引
き
込
ん
で
く
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
城
下
町
の
岡
山

で
は
大
潮
時
に
旭
川
を
h
上
す
る
塩
水
は
内
・
外
濠
を
含
む
城
下
す
べ
て
を
覆
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
城
下
の
生
活
用
水
や
そ
の
周

囲
に
広
が
る
在
郷
の
田
畑
の
灌
漑
用
水
は
城
下
北
方
八
キ
ロ
の
地
点
か
ら
用
水
で
引
い
た
︒
現
代
で
も
こ
の
構
造
は
変
わ
っ
て
お
ら

ず
︑
水
道
水
源
も
北
方
か
ら
取
水
す
る
︒

京
都
に
は
海
水
は
h
上
し
て
こ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
唯
一
の
表
流
水
源
・
鴨
川
は
︑
市
街
地
に
入
る
地
点
・
賀
茂
川
と
高
野

川
の
合
流
点
辺
で
皮
の
な
め
し
業
や
染
色
業
に
よ
り
︑
つ
ま
り
ア
ン
モ
ニ
ア
や
染
料
に
よ
っ
て
そ
の
水
質
が
著
し
く
汚
染
さ
れ
て
い

た
︒
そ
の
合
流
地
点
よ
り
下
流
の
鴨
川
水
質
は
お
よ
そ
灌
漑
や
庭
園
の
用
途
に
適
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
だ
か
ら
用
水

は
上
流
か
ら
引
い
た
︒
鴨
川
以
西
の
京
都
市
内
の
堀
川
に
い
た
る
ま
で
の
地
域
は
賀
茂
川
︑
す
な
わ
ち
上
賀
茂
神
社
︵
賀
茂
別
雷
神

社
︶
付
近
か
ら
︑
以
東
の
地
域
は
高
野
川
を
︑
あ
る
い
は
比
叡
山
麓
か
ら
流
れ
る
白
川
を
水
源
と
し
た
︒
こ
う
し
た
河
川
水
は
︑
権

利
と
し
て
上
流
側
が
優
位
に
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
水
論
︑
水
争
い
を
起
こ
し
た
︒
争
い
が
起
こ
る
の
は
︑
水
が
基
本
的
に
不

足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
解
決
法
が
︑
ま
っ
た
く
別
の
水
系
か
ら
持
っ
て
く
る
琵
琶
湖
疏
水
と
い
う
水
イ
ン
フ
ラ
で
あ
っ
た
︒

本
書
で
は
︑
こ
う
し
た
都
市
経
営
を
支
配
し
て
い
る
水
イ
ン
フ
ラ
の
あ
り
方
に
対
し
て
︑
水
量
・
水
質
的
な
視
点
を
交
え
︑
か
つ

土
地
所
有
権
と
と
も
に
水
利
権
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
る
︒
水
利
権
は
必
ず
し
も
土
地
に
付
着
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
流
れ
る
水
系
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に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
時
に
土
地
所
有
者
か
ら
別
の
土
地
所
有
者
へ
飛
ぶ
こ
と
が
あ
る
な
ど
独
特
の
特
徴
を
有
す
る
︒

そ
の
視
点
で
本
書
で
は
ま
た
京
都
の
南
方
に
位
置
し
︑
か
つ
て
の
王
都
の
外
港
と
し
て
機
能
し
た
伏
見
︵
現
京
都
市
伏
見
区
︶
に
も

研
究
の
メ
ス
を
入
れ
た
︒
京
都
と
伏
見
は
水
系
で
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
い
や
︑
同
一
水
系
に
発
生
し
た
都
市
と
い
え
︑
上
流
と
下
流

の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
︑
同
じ
く
鴨
川
の
水
に
よ
り
︑
や
が
て
琵
琶
湖
疏
水
に
依
る
︒
近
世
に
は
高
瀬
川
を
通
し
て
︑
大
坂
か
ら

京
都
へ
上
る
物
資
が
交
流
し
︑
ま
た
人
の
交
通
も
こ
れ
に
従
っ
た
︒
奥
深
く
鎮
座
す
る
都
の
入
り
口
の
外
港
と
し
て
伏
見
は
繁
栄
し

た
︒
明
治
二
三
︵
一
八
九
〇
︶
年
の
京
都
︱
大
津
間
の
疏
水
開
通
後
︑
明
治
二
七
年
に
は
鴨
川
運
河
が
開
通
し
︑
京
都
︱
伏
見
間
の

舟
運
が
疏
水
を
通
し
て
完
成
し
た
︒
そ
こ
に
は
︑
京
都
と
伏
見
は
一
つ
の
水
系
都
市
と
い
う
概
念
が
相
応
で
あ
り
︑
一
水
系
を
通
し

た
文
化
や
文
物
の
一
体
性
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
伏
見
町
は
独
立
市
制
︑
市
域
拡
張
の
路
線
を
昭
和
初
期
に
選
ぶ
︒
こ
の
時
︑
水
道
水
源
と
し
て
選
ん
だ
の
は
︑
琵
琶

湖
疏
水
で
は
な
く
︑
宇
治
川
で
あ
り
︑
琵
琶
湖
・
鴨
川
水
系
か
ら
の
独
立
が
︑
市
制
の
独
立
を
下
支
え
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

か
つ
て
伏
見
は
伏
水
と
も
表
わ
さ
れ
︑
京
都
盆
地
の
地
下
水
が
伏
見
の
地
に
て
湧
出
し
︑
そ
の
水
を
も
っ
て
酒
造
業
が
発
達
し
た
︒

水
系
都
市
の
範
疇
で
は
表
流
水
も
地
下
水
も
同
一
の
も
の
で
よ
か
っ
た
も
の
が
︑
独
立
志
向
と
と
も
に
水
道
水
源
を
別
に
持
と
う
と

し
た
︒
そ
の
こ
と
が
財
政
負
担
を
過
重
に
強
い
る
こ
と
に
な
り
︑
結
果
的
に
伏
見
市
は
京
都
市
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
︒

都
市
経
営
の
重
要
な
要
素
に
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
る
︒
本
書
は
京
都
の
都
市
史
を
︑
水
支
配
と
イ
ン
フ
ラ
と
い
う
視
点
か
ら

解
析
す
る
︒

︵
�
︶

都
市
計
画
の
制
度
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
︑
石
田
頼
房
﹃
日
本
近
代
都
市
計
画
史
研
究
﹄︵
柏
書
房
︑
一
九
八
七
年
︶︒
東
京
の
明
治
時
代

を
扱
っ
た
藤
森
昭
信
﹃
明
治
の
東
京
計
画
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
二
年
︶︑
大
阪
の
関
一
の
時
代
を
︑
芝
村
篤
樹
﹃
日
本
近
代
都
市
の
成
立

︱
︱
1
9
2
0・30

年
代
の
大
阪
︱
︱
﹄︵
松
籟
社
︑
一
九
九
八
年
︶︑
植
民
地
都
市
の
都
市
計
画
と
し
て
越
沢
明
﹃
満
州
国
の
都
市
計
画
﹄︵
日
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本
経
済
評
論
社
︑
一
九
八
八
年
︶︑
地
方
都
市
の
都
市
計
画
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
浅
野
純
一
郎
﹃
戦
前
期
の
地
方
都
市
に
お
け
る
近
代
都
市

計
画
の
動
向
と
展
開
﹄︵
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
企
業
都
市
の
事
例
を
扱
っ
た
中
野
茂
夫
﹃
企
業
城
下
町
の
都
市
計
画
﹄

︵
筑
波
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
新
都
市
と
し
て
の
軍
港
都
市
の
事
例
で
あ
る
河
西
英
通
編
﹃
軍
港
都
市
史
研
究
Ⅲ
呉
編
﹄︵
清
文
堂
︑

二
〇
一
四
年
︶︑
な
ど
代
表
的
な
も
の
で
も
多
岐
に
亘
る
︒
論
文
に
関
し
て
は
︑﹃
都
市
計
画
学
会
論
文
集
﹄︑﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

集
﹄
に
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
�
︶

小
野
芳
朗
﹁
京
都
帝
国
大
学
土
木
工
学
科
出
身
の
都
市
計
画
系
技
術
吏
員
﹂﹃
土
木
史
研
究
﹄
三
〇
巻
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
八
五
～
二
九

一
頁
︒
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2

序

章

京
都
の
近
代
化
に
琵
琶
湖
疏
水
は
必
要
で
あ
っ
た
︑
と
諸
説
は
い
う
︒
な
ぜ
︑
必
要
だ
っ
た
の
か
︒
結
果
的
に
疏
水

は
水
力
発
電
の
源
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
電
力
は
近
代
工
業
の
動
力
源
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
疏
水
は
京
都
の
近
代
化
に

必
要
だ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
︒
そ
し
て
疏
水
開
削
か
ら
二
〇
年
後
︑
今
度
は
京
都
市
の
衛
生
状
態
を
改
善
す
る
た
め
の

水
道
目
的
に
役
割
は
変
わ
り
︑
現
代
ま
で
一
〇
〇
年
の
歴
史
を
も
つ
︱
︱
︒

さ
て
︑
疏
水
の
効
用
を
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
み
た
歴
史
だ
け
で
語
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
第
Ⅰ
部
で

の
問
題
提
起
で
あ
る
︒
疏
水
開
削
の
目
的
は
諸
説
な
ら
び
に
刊
行
本
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
︑
明
治
一
六
︵
一
八
八

三
︶
年
の
起
工
趣
意
書
に
h
る
︒
そ
れ
に
は
目
的
と
し
て
︑
製
造
器
械
︑
運
輸
︑
田
畑
灌
漑
︑
精
米
水
車
︑
防
火
︑
井

泉
︑
衛
生
と
書
か
れ
て
お
り
︑
歴
史
家
は
こ
れ
ら
目
的
が
い
か
に
後
世
の
用
途
と
ず
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
す
る
傾
向

が
あ
る
︒
動
力
が
水
車
か
ら
水
力
発
電
に
変
更
さ
れ
た
が
︑
要
は
工
業
化
の
た
め
の
動
力
を
水
量
に
て
ま
か
な
う
こ
と

が
そ
も
そ
も
の
疏
水
の
役
目
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

当
時
の
京
都
盆
地
は
慢
性
的
な
水
不
足
に
あ
え
い
で
い
た
︒
地
下
水
は
豊
富
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
量
的
に
市
街
地
周

囲
の
田
畑
を
潤
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
︒
江
戸
時
代
に
何
度
も
大
火
災
が
起
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
市
街

地
や
御
所
の
防
火
に
役
立
つ
ほ
ど
の
水
量
が
地
下
か
ら
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
地
下
水
は
滲
み
だ
し
て
く
る
水
で

あ
る
︒
勢
い
よ
く
流
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
︒
京
都
は
流
水
の
不
足
し
た
土
地
で
あ
っ
た
︒
こ
の
事
実
に
目
を
向
け

れ
ば
疏
水
の
目
的
は
お
の
ず
か
ら
明
白
で
あ
る
︒
京
都
に
水
量
を
招
く
こ
と
︑
つ
ま
り
疏
水
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
り
︑

そ
の
用
途
は
多
様
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
疏
水
の
も
た
ら
す
水
量
が
そ
も
そ
も
求
め
ら
れ
て
い
た
︑
そ
う
考
え
る



3

と
時
代
を
経
る
に
し
た
が
い
用
途
が
変
更
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
︑
何
ら
問
題
は
な
い
︒

明
治
期
の
日
本
の
都
市
の
課
題
が
産
業
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
︑
産
業
化
と
は
す
な
わ
ち
工
業
化
だ
け
で

は
な
い
︒
農
業
生
産
向
上
も
課
題
で
あ
り
︑
灌
漑
用
水
の
確
保
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
防
火
都
市
の
実

現
は
︑
天
皇
の
故
郷
京
都
に
と
っ
て
︑
そ
し
て
都
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
文
化
的
課
題
を
担
う
た
め
に
︑
京
都

人
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒
必
ず
天
皇
は
帰
っ
て
く
る
︒
こ
れ
が
京
都
の
町
と
御
所
を
守
る
動
機
に
な
る
︒
そ
う

で
な
け
れ
ば
︑
み
ず
か
ら
に
負
担
を
強
い
て
ま
で
市
街
地
を
走
る
わ
け
で
は
な
い
疏
水
の
建
設
を
容
認
す
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
︒

第
Ⅰ
部
は
︑
防
火
都
市
を
テ
ー
マ
に
御
所
用
水
︑
御
所
水
道
に
代
表
さ
れ
る
防
火
用
水
と
し
て
の
疏
水
に
着
目
す
る

が
︑
そ
れ
は
も
う
一
方
の
課
題
で
あ
る
灌
漑
用
途
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
問
題
と
な
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
疏
水
は
工

業
用
に
も
使
わ
れ
︑
や
が
て
用
途
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
︑
疏
水
周
辺
で
は
企
業
家
に
よ
る
新
都
市
の
創
造
が
な
さ
れ
︑

そ
し
て
衛
生
問
題
と
し
て
の
地
下
水
確
保
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
を
経
て
︑
疏
水
は
水
道
水
源
化
し
て
い
く
︒

本
書
で
は
琵
琶
湖
疏
水
と
い
う
水
イ
ン
フ
ラ
の
都
市
に
お
け
る
意
味
と
役
割
を
︑
都
市
史
と
都
市
経
営
の
視
点
か
ら

再
検
証
し
て
い
く
︒
こ
の
第
Ⅰ
部
で
資
料
と
し
て
扱
っ
た
の
は
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
︑
京
都
府
立
総
合
資
料
館
︑
京

都
市
歴
史
資
料
館
︑
そ
し
て
京
都
市
蔵
の
疏
水
関
連
文
書
で
あ
る
︒



第
一
章

京
都
・
御
所
用
水
の
近
代
化

一

近
世
ま
で
の
京
の
水
支
配

京
都
盆
地
の
表
流
水
の
幹
線
は
鴨
川
で
あ
る
︒
そ
れ
は
賀
茂
川
と
高
野
川
が
合
流
し
て
一
大
水
脈
と
な
り
︑
そ
の
ほ
か
堀
川
︑
小

川
な
ど
多
数
の
支
流
小
河
川
が
北
か
ら
南
へ
下
る
流
れ
で
あ
る
︒
盆
地
の
地
下
水
が
豊
富
な
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
水
質
が
か
つ
て
良

好
で
あ
っ
た
こ
と
で
︵
�
︶

︑
明
治
二
八
︵
一
八
九
五
︶
年
の
奠
都
千
百
年
紀
年
祭
に
際
し
︑
こ
の
地
を
﹁
山
紫
水
明
の
地
﹂
と
も
よ
ん
だ
︵
�
︶

︒

し
か
し
地
下
水
︑
す
な
わ
ち
井
戸
水
は
飲
用
や
︑
豆
腐
・
生
麩
・
酒
な
ど
の
食
糧
生
産
に
は
適
し
て
い
て
も
火
災
を
鎮
火
す
る
だ
け

の
水
量
が
確
保
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
京
都
は
近
世
に
五
回
の
大
火
︵
宝
永
五
︿
一
七
〇
八
﹀
年
︑
享
保
一
五
︿
一
七
三
〇
﹀
年
︑
天

明
八
︿
一
七
八
八
﹀
年
︑
嘉
永
七
︿
一
八
五
四
﹀
年
︑
元
治
元
︿
一
八
六
四
﹀
年
︶
を
経
験
し
︑
そ
の
つ
ど
市
街
地
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
た
︒

ま
た
︑
京
都
御
所
は
明
徳
三
︵
一
三
九
二
︶
年
の
南
北
朝
合
体
で
土
御
門
里
内
裏
を
御
所
と
確
定
し
た
の
ち
︑
江
戸
時
代
に
は
八

回
の
火
災
に
遭
い
焼
失
し
た
︒
そ
の
復
興
に
つ
い
て
は
江
戸
幕
府
の
奉
行
の
も
と
︑
大
名
の
手
伝
普
請
で
な
さ
れ
た
︵
�
︶
︒
そ
の
基
本
的

な
空
間
構
成
は
︑
正
面
の
紫
宸
殿
の
東
中
奥
に
小
御
所
︑
御
学
問
所
を
配
し
︑
そ
こ
か
ら
東
山
に
向
け
て
庭
を
臨
み
︑
庭
に
は
池
泉

を
造
作
し
た
︒
唯
一
︑
寛
永
一
七
︵
一
六
四
〇
︶
年
の
小
堀
遠
州
︵
政
一
︶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
普
請
で
は
︑
東
庭
に
池
泉
の
代
わ
り

に
︑
本
来
紫
宸
殿
正
面
に
配
置
さ
れ
て
い
る
能
舞
台
が
出
現
し
た
が
︑
以
後
の
普
請
で
は
再
び
東
庭
に
池
泉
を
作
り
︵
�
︶
︑
こ
の
形
を
保

ち
な
が
ら
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
︒
図
�
に
は
延
宝
度
の
岡
山
藩
主
池
田
綱
政
に
よ
る
単
独
手
伝
普
請
時
の
延
宝
四
︵
一
六
七
六
︶

4
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写真� 相国寺境内の御所用水跡、少年の視線の方向

(南)に向かって水が流れていた。 （小野撮影、以下同）

あ

と

が

き

平
成
八
︵
一
九
九
六
︶
年
に
職
場
が
京
都
か
ら
岡
山
に
移
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
筆
者
の
都
市
研
究
か
ら
琵
琶
湖
疏
水
の
影
は
薄

ま
っ
て
い
っ
た
︒
も
と
よ
り
︑
水
を
水
質
面
よ
り
研
究
す
る
の
が
本
業
で
あ
り
︑
岡
山
で
も
旭
川
を
源
流
と
す
る
後
楽
園
用
水
や
西

川
用
水
の
成
り
立
ち
を
追
い
か
け
て
い
た
︒

そ
の
よ
う
な
頃
に
近
世
の
岡
山
後
楽
園
研
究
で
著
名
な
神
原
邦
男
先
生
に
出
会
い
︑
そ
の
講
義
か
ら
京
都
の
禁
裏
御
所
の
普
請
記

録
を
見
る
こ
と
と
な
っ
て
︑
そ
れ
以
来
禁
裏
御
用
水
︑
つ
ま
り
御
所
用
水
の
存
在
が
気
に
な
り
だ
し
た
︒
そ
し
て
用
水
の
跡
を
探
す

よ
う
に
な
っ
た
︒
江
戸
時
代
の
絵
図
と
︑
明
治
︑
大
正
期
の
い
く
つ
か
の
地
図
︑
そ

し
て
現
地
調
査
の
結
果
を
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
上
御
霊
神
社
の
周
辺
と
︑
相
国

寺
境
内
︵
写
真
�
︶
︑
そ
れ
か
ら
京
都
御
苑
内
の
旧
近
衛
家
の
池
が
そ
の
跡
と
は
同
定

で
き
た
が
︑
上
賀
茂
神
社
か
ら
旧
小
山
村
一
帯
は
区
画
整
理
に
よ
る
宅
地
開
発
で
足

跡
は
つ
か
め
な
か
っ
た
︒
そ
の
用
水
に
琵
琶
湖
疏
水
が
接
続
す
る
わ
け
だ
が
︑
疏
水

分
線
そ
の
も
の
も
賀
茂
川
以
西
は
埋
め
立
て
ら
れ
︑
紫
明
通
と
な
り
︑
今
は
分
線
の

記
憶
を
か
す
か
に
呼
び
起
こ
す
せ
せ
ら
ぎ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
︒

二
〇
〇
七
年
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
︑
大
学
時
代
の
先
輩
で
あ
る
大
楽
尚

史
さ
ん
と
鈴
木
秀
男
さ
ん
︵
当
時
京
都
市
上
下
水
道
局
︶
か
ら
連
絡
が
あ
り
︑
京
都
水

の
日
の
市
民
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
企
画
に
で
て
く
れ
な
い
か
と
い
わ
れ
た
︒
京

都
大
学
土
木
工
学
系
の
教
室
で
は
先
輩
の
依
頼
は
滅
多
な
こ
と
で
は
断
ら
な
い
文
化

が
あ
る
︒
二
の
句
も
無
く
京
都
へ
出
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
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を
終
え
て
︑
実
は
御
所
用
水
に
興
味
が
あ
る
と
お
二
人
に
話
し
て
み
た
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
︑
ち
ょ
う
ど
今
︑
琵
琶
湖
疏
水
記
念
館

で
関
連
す
る
展
示
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
︑
早
速
皆
で
見
に
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
本
書
で
用
い
た
御
所
用
水
の
資
料
と
の

最
初
の
出
会
い
に
な
る
︒
疏
水
記
念
館
の
も
の
は
田
邊
家
︵
朔
郎
の
遺
族
︶
寄
託
の
資
料
で
あ
っ
て
公
開
資
料
で
は
な
か
っ
た
が
︑

御
所
の
用
水
だ
か
ら
宮
内
庁
が
資
料
を
持
っ
て
い
な
い
か
と
東
京
の
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
を
あ
た
っ
て
み
る
と
︑﹁
御
用
水
録
﹂

と
し
て
一
式
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

こ
う
し
て
︑
用
水
や
疏
水
の
資
料
を
再
び
検
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
筆
者
の
見
た
も
の
は
主
に
︑
水
利
権
︑
使
用
権
の
記
録

で
あ
り
︑
水
は
だ
れ
の
も
の
か
︑
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
平
成
二
〇
︵
二
〇
〇
八
︶
年
に
は
現
在
の
勤
務
地

に
移
り
︑
再
び
京
都
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
や
は
り
研
究
を
支
え
る
資
料
探
索
で
京
都
府
立
総
合
資
料
館
へ
の
訪
問
も

再
開
し
始
め
る
と
︑
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
の
私
だ
か
ら
特
に
お
願
い
し
て
い
る
と
︑
同
館
で
の
講
演
の
依
頼
が
福
島
幸
宏
さ
ん
︵
現
・

京
都
府
立
図
書
館
︶
か
ら
あ
っ
た
︒
実
は
駆
け
出
し
の
助
手
の
頃
か
ら
資
料
館
に
は
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
︑
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
と

い
わ
れ
る
と
お
断
り
は
で
き
な
い
︒
お
引
き
受
け
し
て
平
成
二
一
年
一
一
月
五
日
︑﹁
北
山
の
都
市
計
画
︱
︱
琵
琶
湖
疏
水
支
線
と

北
山
の
景
観
︱
︱
﹂
と
題
し
て
話
し
︑
御
所
用
水
の
話
も
提
供
し
た
︒

話
は
連
鎖
し
て
い
く
︒
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
京
都
新
聞
の
記
者
の
江
藤
均
さ
ん
か
ら
興
味
が
あ
る
と
連
絡
が
あ
っ
た
︒
な
ん
で
も

用
水
の
よ
う
な
流
水
に
ご
興
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
筆
者
と
同
好
の
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
用
水
の
こ
と
は
同
年
一
一

月
二
〇
日
付
で
京
都
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
︒
す
る
と
︑
今
度
は
記
事
を
読
ん
だ
と
い
う
明
光
寺
の
ご
住
職
の
浅
田
純
雄
さ
ん
か
ら
お

手
紙
を
い
た
だ
き
︑
う
ち
の
境
内
に
御
所
用
水
の
跡
が
あ
る
か
ら
見
に
来
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
︒

明
光
寺
は
真
宗
本
願
寺
派
で
鞍
馬
口
通
に
南
面
し
て
い
る
︒
さ
ま
ざ
ま
な
地
図
を
眺
め
て
い
る
と
確
か
に
用
水
の
一
部
が
境
内
を

貫
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
︒
早
速
訪
問
し
て
み
る
と
︑
幅
一
尺
長
さ
三
尺
の
石
の
橋
が
二
つ
︑
境
内
に
置
い
て
あ
る
︵
写
真
�
︶
︒

こ
れ
が
用
水
に
か
か
っ
て
い
た
橋
と
い
う
︒
な
る
ほ
ど
︑
こ
れ
が
橋
で
あ
る
な
ら
境
内
を
北
か
ら
南
に
貫
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
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写真� 明光寺境内の石橋、右側が南

写真� 明光寺の御所用水跡、右側が南

写真� 同上、手前が南

ま
た
土
地
台
帳
の
記
録
か
ら
も
昭
和
三
一
︵
一
九
五
六
︶
年
に
国
︵
大
蔵
省
︶
か
ら
払
い
下
げ
に
な
っ
た
土
地
が
北
か
ら
南
へ
幅
三
尺

あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︒
そ
の
土
地
は
た
ぶ
ん
︑
御
所
用
水
の
跡
だ
︑
と
そ
の
日
は
ご
住
職
に
告
げ
て
帰
っ
た
︒

し
ば
ら
く
し
て
︑
ま
た
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
︒
庫
裏
の
廊
下
の
改
修
つ
い
で
に
造
園
業
者
に
掘
っ
て
も
ら
っ
た
ら
︑
用
水
跡
が
で

て
き
た
と
い
う
︒
栗
石
で
三
面
を
囲
ん
だ
跡
︑
で
あ
る
︒
深
さ
︑
幅
と
も
三
尺
︒
こ
れ
は
相
国
寺
境
内
に
見
え
て
い
る
も
の
と
同
じ

サ
イ
ズ
で
あ
る
︵
写
真
�
︶
︒
用
水
は
い
つ
ま
で
水
を
た
た
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
跡
に
は
下
水
管
が
埋
め
込
ま
れ
︑
そ
し

て
埋
め
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
︵
掘
ら
れ
た
溝
は
現
在
水
路
の
跡
を
示
し
て
再
び
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
／
写
真
�
︶
︒
お
寺
か
ら
南
︑
つ
ま

り
鞍
馬
口
通
か
ら
先
は
流
れ
の
跡
は
わ
か
ら
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
い
く
つ
か
の
挿
話
を
含
み
な
が
ら
疏
水
研
究
は
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
は
御
所
の
上
流
側
の
話
で
あ
る
︒

289



筆
者
の
視
線
は
下
流
を
も
向
き
始
め
た
︒
疏
水
の
下
流
に
は
伏
見
が
あ
る
︒
い
ま
や
︑
酒
造
エ
リ
ア
や
寺
田
屋
な
ど
観
光
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
知
ら
れ
る
伏
見
で
あ
る
が
︑
か
つ
て
は
中
書
島
遊
郭
と
酒
造
業
と
を
中
心
に
産
業
化
を
目
指
し
た
︒

ち
ょ
う
ど
伏
見
区
誕
生
八
十
周
年
の
二
〇
一
一
年
で
あ
る
︒
歴
史
を
顧
み
れ
ば
伏
見
市
と
市
制
を
布
い
て
い
た
時
期
も
あ
る
︒
し

か
し
︑
伏
見
市
は
二
年
に
満
た
ず
京
都
市
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
う
︒
な
ぜ
だ
︒
こ
こ
か
ら
研
究
は
始
ま
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
原
因
の

ひ
と
つ
に
疏
水
を
水
源
と
し
な
い
水
道
事
業
が
計
画
さ
れ
︑
そ
の
財
政
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
︒
都
市
と
い
う
の
は
︑

行
政
単
位
で
み
る
だ
け
で
な
く
︑
水
系
で
解
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
そ
う
考
え
始
め
た
︒
よ
り
大
き
な
視
点
で

み
る
と
︑
京
都
か
ら
大
阪
︑
い
ま
は
神
戸
ま
で
淀
川
流
域
と
し
て
一
体
で
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
さ
す
が
に
文
化
︑
歴
史
の
差

異
を
考
え
る
と
多
少
範
囲
が
大
き
す
ぎ
る
︒
し
か
し
︑
伏
見
は
京
都
市
に
組
み
込
ま
れ
る
︑
そ
し
て
同
じ
水
系
に
あ
る
︒
水
系
が
同

じ
だ
か
ら
組
み
込
ま
れ
た
︑
と
極
論
を
か
ざ
し
て
研
究
は
始
ま
っ
た
︒
結
局
︑
昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
七
月
五
日
に
佐
上
知
事
が

な
ぜ
内
務
省
に
申
請
を
し
な
か
っ
た
の
か
︑
そ
の
真
意
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
︒
本
当
の
こ
と
は
誰
も
語
ら
な
い
︒
そ
れ
を
考
え
る

の
が
︑
都
市
史
研
究
の
面
白
さ
で
も
あ
り
︑
資
料
的
限
界
で
も
あ
る
︒

さ
て
こ
れ
も
偶
然
で
あ
る
が
︑
本
稿
の
校
正
作
業
も
終
盤
と
い
う
平
成
二
七
年
六
月
一
九
日
︑
琵
琶
湖
疏
水
を
含
む
京
都
市
岡
崎

一
帯
が
︑
国
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
︒
本
書
で
と
り
あ
げ
た
京
都
市
上
下
水
道
局
九
条
山
ポ
ン
プ
場
や
南
禅
寺
界
隅
の
庭

園
︑
夷
川
船
溜
な
ど
も
選
定
区
域
に
入
っ
た
︒
京
都
市
の
当
該
検
証
・
策
定
委
員
と
し
て
関
わ
っ
た
経
緯
も
あ
り
︑
本
書
刊
行
と
時

を
同
じ
く
し
感
慨
深
い
︒

こ
の
出
版
に
関
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
皆
さ
ん
は
︑
こ
の
あ
と
が
き
中
に
お
名
前
を
あ
げ
ま
し
た
︒
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
︒
最
後
に
編
集
作
業
を
集
中
し
て
成
し
遂
げ
て
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
さ
ん
に
謝
意
を
表
し
ま
す
︒

平
成
二
七
年
水
無
月

小

野

芳

朗
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や行

八島明 180

安田靖一 180〜2,202

山縣有朋 47,48,91,92,97,100

山科精工所 84,86

有芳園 104,107

湯本善太郎 104

横山隆興 101

吉岡計之助 180

ら行

洛翠荘 104

龍紋氷室 86

わ行

若槻礼次郎 188,190
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5,97,99〜102,106

住友吉左衛門 104

清流亭 102,103,106

疏水水力使用条例 13,75,93

染谷寬治 104

た行

大日本製氷 86

武居高四郎 182,202

田中義一 172,173,191

田邊朔郎 13,14,40,50,56,60〜2,73,

75,76,89,141,146

智水庵 101,107

中書島 170,172,184,193〜6,221

塚本与三次 91,92,101,102,105〜7

奠都千百年紀年祭 4,122,123

土岐嘉平 192,205,209

都市計画 186,221

都市計画地方委員会

170,177,178,180,184,186,221

都市計画法 ⅰ,156,160,167,169,170,

179〜81,184,186,189

主殿寮出張所

15,17,18,20,21,24,33,34,38

富田恵四郎 180

豊臣秀吉 158,161,167,192,204

な行

内貴甚三郎 91,138〜40

(第四回)内国勧業博覧会

52,53,121〜3,126,128,129,131〜3

内務省 ⅰ,11,24,47,48,52,54,61,121〜

4,135,141,155,170,177〜9,181〜3,193,

207,212,213,220,222

中井三郎兵衛 104

永田兵三郎 180,202

中西譲平 180,182

中野種一郎 161,172〜4,184,191〜6,

198,204〜7,209,211,213,217,220〜2

中村栄助 139,140

長与専斎 121,122

並河靖之 99

奈良鉄道 163,165,205

奈良電気鉄道 165,172,205

南禅寺 13,15,30,48,53,56,59,60,63,

71,74,90〜2,94

南禅寺船溜 48,54,55,58,69,75,95,97

西松光次郎 104

農商務省 24,46〜8

野村徳七 102,106

は行

バートン（William K. Burton） 135

浜岡光哲 139

浜口雄幸 196,207

浜田案 169,190,191

浜田恒之助 169,174,191,221

早川透 182

原全路 179,202

原彌兵衛 100

範多竜太郎 104

坂内義雄 104

東枝吉兵衛 139

東山大茶会 102

府市協定案 209

藤田小太郎 103

伏見桃山御陵

160,167,188,198,204,205,213

二見鏡三郎 136

碧雲荘 102,107

ペッテンコッフェル(Max von Pettenkofer）

133,134,136

細川護立 103

ま行

松方正義 46,48

松下真々庵 104

三井寺 24,59

水番 17〜21,33,35〜9

三谷伸銅 84,86

都ホテル 97,99

村田製鋲 84,86

無鄰菴 91,92,97,107

望月圭介 170,173,191,222

森慶三郎 180,182
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あ行

安達謙三 173

怡園 103,107

池田綱政 4

池田宏 188,191

石黒忠悳 122

伊集院兼常 91,92

伊藤博文 46,48

稲畑勝太郎 92,100

井上馨 48

井上秀二 180,182,202

岩崎小弥太 103,106

宇治川派流(埋立) 170,171,177,191,

193,195,196,205〜7,212,215,220,221

夷川船溜 13,58,75〜7,80,84,88,89

塩水楔 ⅲ

大木外次郎 180

大澤善助 135,139

大藤高彦 136,141

大海原重義 173,174,191,193,195,196,

205,211,220,221

小川治兵衛 91〜5,101〜5

か行

何有荘(和楽庵) 100,107

香川静一 188

片山東熊 145〜7

加藤高明 190

鐘紡 84,86,104

上下京連合区会 14,24,30,47,59,60

賀茂別雷神社(上賀茂社) ⅲ,6〜8,10,

16,17,32,37,38

勧業諮問会 24,47,83

慣行水利権 14,32,37,39,40,105,107

環翠庵 100,107

b園祭 128〜33

木子清敬 17,40

北垣国道 11,14,22,24,30,36,46,48,49,

51〜6,58,59,73,75,89

京都策二大事業 ⅱ,137,138,140〜2

京都市三大事業 ⅱ,40,50,141,180,182

京都帝国大学 136,179,183

京都電気鉄道 163,205

京都府臨時市部会 48,51,53,55,56,73

居然亭 104

区画整理

10,51,169,178,180,181,183,184

九条道実 146

九条山ポンプ場 146

蹴上船溜 93,97,144

京近曳船株式会社 81,88

京津電車 81,86

京阪電車 163,165

コッホ(Robert Koch） 134

小林卯三郎 104

コレラ 23,118,121〜3,125〜32,134〜6

近新三郎 180

さ行

西郷菊次郎 ⅱ,143

西郷従道 47,48

斎藤仙也 136

佐上案 207

佐上信一 169,170,172〜4,196,204,207,

209,211,213,215,217,221〜3

�摩治兵衛 101

産業基立金 ⅱ,11,25,156

三部経済制度 170,171,173,174,191,

209,212,215,220,221,223

市会案 205,209

市区改正 ⅰ,ⅱ,156,177,184

史蹟名勝天然紀念物 155

下郷伝平 103,106

織宝苑 102,103,106

水力使用者台帳 15,16,30〜2,76〜8,93〜
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