
  

                          

        

一
．
感
染
症
の
脅
威 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

感
染
症
の
脅
威
は
い
つ

の
時
代
で
も
か
わ
り
ま
せ

ん
。
毎
年
流
行
す
る
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ひ
と
つ
を
と
っ

て
も
、
私
た
ち
の
生
活
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
で
は
、
生
活
だ
け

で
な
く
生
命
を
強
く
脅
か

す
感
染
症
が
流
行
す
る
と
、

世
の
中
は
ど
う
な
っ
て
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、

感
染
症
が
と
く
に
大
き
な

問
題
と
な
っ
た
明
治
時
代

の
山
形
県
を
舞
台
に
、
当
時

の
法
令
や
新
聞
、
百
姓
の
記

録
か
ら
世
の
中
の
動
向
を

探
っ
て
み
ま
す
。 

二
．
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
コ
レ
ラ
流
行 

 

明
治
時
代
に
大
流
行
し
た
感
染
症
に
コ
レ
ラ
が
あ

り
ま
す
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
コ
レ
ラ

は
「
菌
が
水
や
飲
食
物
と
と
も
に
口
か
ら
侵
入
し
て
発

病
す
る
。
嘔
吐
と
激
し
い
下
痢
を
繰
り
返
し
、
水
分
が

失
わ
れ
て
衰
弱
を
き
た
し
、
呼
吸
困
難
に
な
る
。
皮
膚

が
た
る
ん
で
し
わ
だ
ら
け
の
コ
レ
ラ
患
者
特
有
の
顔

と
な
り
、
筋
肉
の
け
い
れ
ん
を
起
こ
し
、
発
病
後
一
、

二
日
で
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

表
１
は
明
治
時
代
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
年
の
患

者
数
・
死
者
数
・
致
命
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。「
全

国
」
の
方
を
み
て
も
ら
う
と
、
そ
の
数
値
に
驚
か
さ
れ

ま
す
。
年
に
一
五
万
人
以
上
の
患
者
を
出
す
感
染
力
と
、

七
〇
％
以
上
に
も
な
る
致
命
率
か
ら
、
コ
レ
ラ
が
い
か

に
恐
ろ
し
い
感
染
症
で
あ
る
か
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

図
１
は
「
荼
毘
室
混
雑
の
図
（
や
き
ば
こ
ん
ざ
つ
の
ず
）
」

と
あ
り
、
江
戸
時
代
の
も
の
で
す
が
火
葬
場
が
死
屍
を

入
れ
た
桶
な
ど
で
あ
ふ
れ
、
火
葬
が
追
い
つ
か
な
く
な

っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
コ
レ
ラ

は
生
命
を
強
く
脅
か
す
感
染
症
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

次
に
表
１
の
「
山
形
県
」
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。「
全

国
」
に
比
べ
る
と
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
は

流
行
を
免
れ
た
よ
う
で
す
が
、
山
形
県
で
も
全
国
と
同

様
、
多
く
の
患
者
と
死
者
が
で
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、

今
回
は
明
治
に
入
っ
て
初
め
て
の
本
格
的
な
流
行
を

迎
え
た
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
を
と
り
あ
げ
ま
す
。 
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図１『安政午秋 頃痢流行記 全』（東北大学附属図書館所蔵） 
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当
時
の
『
山
形
新
聞
』
を
み
る
と
七
月
以
降
、
コ
レ

ラ
に
つ
い
て
報
じ
た
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
「
本
県
録
事
」
と
い
う
項
目
に
は
コ

レ
ラ
予
防
に
関
す
る
県
か
ら
の
達
、
「
山
形
新
聞
」
と

い
う
項
目
で
は
「
虎
列
刺
暴
行
如
何
」
「
虎
列
刺
ノ
惨

状
」
「
悪
疫
予
防
当
局
者
ニ
望
ム
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト

ル
の
記
事
が
長
文
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
各

地
域
の
具
体
的
な
流
行
の
様
子
、
さ
ら
に
は
県
庁
に
届

け
ら
れ
た
患
者
の
名
前
と
郡
町
村
名
が
数
行
に
わ
た

っ
て
列
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
が
叫
ば
れ
る
現
在
で
は
大
問
題
に
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
読
者
に
ど
こ
で
患
者
が
出
て
い
る
か

を
細
か
く
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
近
づ
か
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
で
し
ょ
う
。
新
聞
記
事
か
ら
も
、
県
全

体
が
コ
レ
ラ
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

ま
す
。 

三
．
コ
レ
ラ
対
策
を
め
ぐ
る
混
乱 

こ
の
よ
う
な
コ
レ
ラ
に
対
し
、
当
時
は
ど
の
よ
う
な

対
策
が
と
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
八
七
九
（
明
治
十

二
）
年
は
、
明
治
政
府
が
欧
米
に
学
ん
だ
感
染
症
対
策

を
は
じ
め
て
全
国
的
に
本
格
導
入
し
た
年
に
な
り
ま

す
。
そ
の
主
と
な
る
対
策
は
医
師
や
警
察
に
よ
る
隔
離

と
消
毒
で
し
た
。
コ
レ
ラ
患
者
は
自
宅
あ
る
い
は
「
避

病
院
」
（
隔
離
病
院
）
に
入
院
す
る
こ
と
で
人
と
の
接

触
を
避
け
る
こ
と
、
患
者
が
い
た
病
室
あ
る
い
は
患
者

が
触
れ
た
物
品
は
消
毒
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
コ
レ
ラ
患
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、

す
み
や
か
に
所
定
の
場
所
で
火
葬
あ
る
い
は
埋
葬
す

る
こ
と
と
あ
り
ま
す
。
感
染
を
広
げ
て
し
ま
う
患
者
と

の
接
触
を
厳
し
く
制
限
し
、
患
者
が
触
れ
た
も
の
に
は

徹
底
的
に
消
毒
す
る
こ
と
で
感
染
拡
大
を
防
ご
う
と

し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
急
遽
導
入
し
た
欧
米
由

来
の
対
策
は
、
か
え
っ
て
人
び
と
に
混
乱
を
与
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
様
子
を
百
姓
の
記
録
か
ら
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

図
２
は
、
現
在
長
井
市
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
西
置
賜

郡
平
山
村
の
新
野
伊
三
太
が
記
し
た
『
歳
々
風
雨
物
直

咄
集
（
さ
い
さ
い
ふ
う
う
も
の
ね
ば
な
し
し
ゅ
う
）
』
（
文

教
の
杜
な
が
い
所
蔵
）
で
す
。
読
点
を
補
い
な
が
ら
活

字
に
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
写
真
の
文
字
と
見
比
べ
な
が

ら
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

〇
は
や
り
病
ひ
皆
々
大
め
い
わ
く
仕
る
ハ
、
い
や
な

る
も
の
に
ハ
こ
れ
ら
と
云
病
に
て
候
、
誠
に
う
づ
り

や
す
ぎ
病
ひ
に
て
、
日
本
一
躰
は
や
り
候
間
、
大
に

人
死
ス
ル
、
然
処
、
此
病
に
ハ
い
し
や
衆
も
こ
ど
ゝ

ぐ
せ
ん
き
仕
る
所
、
此
病
ち
さ
へ
虫
成
り
、
此
虫
を

た
や
す
に
ハ
せ
き
た
さ
ん
と
云
て
石
灰
よ
り
作
り

た
る
油
と
云
、
是
を
用
ゆ
る
な
り
、
通
用
之
人
に
も

天
上
よ
り
此
薬
渡
シ
、
ふ
り
懸
る
な
り
、
咄
し
に
わ

此
薬
ど
ぐ
成
り
辻
、
人
ミ
な
い
や
か
る
薬
也 

な
か
な
か
理
解
が
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
現

代
語
訳
す
る
と
「
流
行
病
は
み
な
大
迷
惑
し
、
嫌
な
も 

年代 
全国 山形県 

患者数 死者数 致命率 患者数 死者数 致命率 

明治 10(1877)年 13,816 人 8,027 人 58.0％    

明治 12(1879)年 162,637 人 105,786 人 65.0％ 1,679 人 1,117 人 66.5％ 

明治 15(1882)年 51,631 人 33,784 人 65.4％ 1,461 人 988 人 67.6％ 

明治 19(1886)年 155,923 人 108,409 人 69.5％ 2,217 人 1,510 人 68.1％ 

明治 23(1890)年 46,019 人 35,227 人 76.5％ 11 人 8 人 72.7％ 

明治 28(1895)年 55,144 人 40,154 人 72.8％ 1,095 人 738 人 67.3％ 

 

表１ 明治時代におけるコレラ流行年の患者数・死者数・致命率 

＊各年『内務省衛生局年報』より作成 
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の
に
は
コ
レ
ラ
と
い
う
病
が
あ
る
。
非
常
に
う
つ
り
や

す
い
病
で
あ
り
、
日
本
一
帯
で
流
行
し
、
多
く
の
人
が

亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
病
に
つ
い
て
は
医
者
た
ち
も

こ
と
ご
と
く
詮
議
し
て
い
る
。
こ
の
病
は
小
さ
い
虫
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
虫
を
退
治
す
る
に
は
石
炭
酸

と
い
う
石
灰
か
ら
つ
く
っ
た
油
を
用
い
る
。
一
般
の
人

も
政
府
か
ら
こ
の
薬
を
渡
さ
れ
、
ふ
り
か
け
て
い
る
。

話
に
よ
る
と
、
人
び
と
は
こ
の
薬
は
毒
だ
と
い
っ
て
嫌

が
っ
て
い
る
。」
と
な
り
ま
す
。 

「
石
炭
酸
」
と
は
コ
レ
ラ
予
防
の
た
め
に
使
用
さ
れ

た
消
毒
薬
で
す
。
こ
れ
を
「
せ
き
た
さ
ん
」
と
書
い
て

い
た
り
、
「
う
つ
り
や
す
い
病
」
の
箇
所
は
「
う
づ
り

や
す
ぎ
病
」、「
こ
と
ご
と
く
」
は
「
こ
ど
ゝ
ぐ
」
、「
毒
」

を
「
ど
ぐ
」
と
書
く
な
ど
、
た
ど
た
ど
し
い
表
現
や
口

語
的
な
言
葉
遣
い
が
、
当
時
の
人
び
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
高
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
内
容
を
み
る
と
石

炭
酸
を
「
毒
」
と
噂
し
、
皆
が
嫌
が
っ
て
い
る
と
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
風
評
は
消
毒
薬
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま

な
予
防
に
対
し
て
も
み
ら
れ
ま
し
た
。 

 
そ
の
点
と
関
連
し
て
『
山
形
県
史 

資
料
篇
十
九 

近
現
代
史
料
１
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
県
が
だ
し
た

「
報
告
」
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
九
月
に
だ
さ
れ
た

「
山
形
県
庶
務
課
第
五
号
報
告
第
弐
号
」
に
は
、
「
コ

レ
ラ
が
追
々
蔓
延
す
る
に
際
し
、
心
得
て
お
く
べ
き
こ

と
を
山
形
済
生
館
が
取
り
調
べ
た
た
め
、
報
告
す
る
」

と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
済
生
館
は
山
形
県
に
と
っ
て
、

医
学
に
関
す
る
最
高
の
諮
問
機
関
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
こ
に
は
、
医
師
が
来
る
ま
で
の
施
す
べ
き
こ
と

と
し
て
、
「
激
し
く
腹
下
り
す
る
と
き
は
、
す
ぐ
に
コ

レ
ラ
薬
一
包
を
湯
で
服
し
、
そ
の
後
、
着
物
を
温
か
く

し
て
汗
を
出
す
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

興
味
深
い
の
は
、
当
時
の
予
防
に
対
す
る
人
々
の
反

応
も
記
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
各
府
県
で
は
「
貧
困
で

自
分
で
予
防
が
で
き
な
い
者
に
は
予
防
薬
を
与
え
、
看

護
が
行
き
届
か
な
い
者
が
願
え
ば
避
病
院
へ
移
し
、
良

医
・
良
薬
で
治
療
が
受
け
ら
れ
る
」
と
説
明
し
ま
す
。

し
か
し
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
「
病
院
へ
連
れ
て
行

っ
て
目
玉
を
抜
か
れ
る
、
胆
を
取
ら
れ
る
、
あ
る
い
は

井
戸
に
毒
薬
を
入
れ
て
コ
レ
ラ
に
罹
ら
せ
よ
う
と
し

て
い
る
」
と
い
っ
た
風
評
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
対
し
、
「
御
布
達
を
熟
知
し
な
い
こ
と
か
ら
起
る
も

の
で
あ
り
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
百
姓
の
記
録
に
書
か
れ
て
い
た

だ
け
で
な
く
、
県
も
予
防
を
め
ぐ
る
風
評
を
聞
き
つ
け

て
お
り
、
そ
の
誤
解
を
解
く
こ
と
に
も
尽
力
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

翌
一
八
八
〇(

明
治
十
三)

年
、
内
務
省
衛
生
局
は
社

寺
局
と
と
も
に
『
虎
列
刺
予
防
諭
解
』
を
編
集
し
ま
す
。

こ
れ
は
説
諭
に
長
け
た
教
導
職
と
と
も
に
コ
レ
ラ
予

防
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
伝
え
る
べ
く
作
成
さ
れ

た
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
感
染
症
流
行
を
繰
り
返
し
な

が
ら
現
代
ま
で
予
防
の
た
め
の
知
識
を
蓄
え
て
き
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
風
評
に
右
往
左
往
す

る
の
は
現
代
も
同
じ
で
す
。
医
学
が
発
達
し
た
と
安
心

す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
感
染
症
流
行
の
経
験
と
じ

っ
く
り
向
き
合
う
こ
と
も
必
要
な
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

図２ 『歳々風雨物直咄集』（文教の杜ながい所蔵） 
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今
年
二
〇
一
九
（
平
成
三
十
一
）
年
は
、
平
成
最
後

の
年
で
、
五
月
に
は
新
し
い
元
号
に
引
き
継
が
れ
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
元
号
に
つ
い
て
は
、
明

治
以
降
、
一
世
一
元
制
（
天
皇
一
代
一
元
号
）
と
な
り
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
と
在
位
中
の
天
皇
の
結
び
つ
き

が
強
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
現
在
は
、

一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年
制
定
の
元
号
法
で
、
皇

位
継
承
が
あ
っ
た
場
合
に
、
政
令
で
元
号
が
改
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

天
皇
の
存
在
を
国
民
に
浸
透
さ
せ
、
揺
れ
動
く
人
心

を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
明
治
政
府
の
も
う
一
つ
の
施

策
に
、
天
皇
巡
幸
が
あ
り
ま
し
た
。
一
八
七
二
（
明
治

五
）
年
の
近
畿
・
中
国
・
九
州
巡
幸
を
皮
切
り
に
、
一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
東
北
巡
幸
、
一
八
七
八
（
明
治

十
一
）
年
北
陸
・
東
海
道
巡
幸
、
一
八
八
〇
（
明
治
十

三
）
年
中
央
道
巡
幸
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四) 

年
東

北
・
北
海
道
巡
幸
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
山
陽

道
巡
幸
と
、
六
大
巡
幸
が
精
力
的
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

山
形
巡
幸
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）

年 

九
月
二
十
二
日
か
ら
十
月
三
日
ま
で
の
一
二
日
間

で
、
北
海
道
巡
幸
の
帰
路
、
秋
田
か
ら
及
位
峠
を
通
っ

て
最
上
に
入
り
、
庄
内
・
村
山
・
置
賜
の
順
で
視
察
し
、

開
通
式
直
後
の
栗
子
山
隧
道
を
通
っ
て
福
島
に
ぬ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

明
治
天
皇
の
山
形
県
巡
幸
に
つ
い
て
は
、
『
山
形
県

史 

第
四
巻 

近
現
代
編
上
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

て
、
県
令
三
島
通
庸
ら
の
巡
幸
へ
の
強
い
思
い
や
、
巡

幸
後
に
行
在
日
が
記
念
日
と
な
り
（
金
山
）
、
行
在
所

見
物
客
が
押
し
掛
け
て
玉
座
の
敷
物
や
柱
が
信
仰
対

象
に
さ
れ
た
こ
と
（
酒
田
）
な
ど
、
巡
幸
を
機
に
現
人

神
（
あ
ら
ひ
と
が
み
）
と
し
て
の
天
皇
崇
拝
が
高
ま
っ

て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
『
同 

明
治

初
期
下 

三
島
文
書
』
や
『
同 

近
現
代
史
料
１
』
に

は
巡
幸
関
係
史
料
が
収
録
さ
れ
、『
図
説 

山
形
県
史
』

に
は
、
稲
刈
り
を
天
覧
す
る
様
子
を
描
い
た
絵
馬
（
余

目
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
『
明
治
百
年

記
念 

県
勢
発
展
資
料
展
資
料
集
』
に
は
、
同
展
で
使

用
さ
れ
た
関
係
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
明
治
天
皇
の
巡
幸
は
、
「
明
治
」

と
い
う
時
代
を
生
き
始
め
て
い
た
当
時
の
人
々
に
は
、

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
地

域
の
史
料
か
ら
拾
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

東
置
賜
郡
上
伊
佐
沢
村
（
現
、
長
井
市
）
の
布
施
家 
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文
書
に
は
、
「
陸
羽
並
北
海
筋
御
巡
幸
一
覧
表 

御
道

筋
駐
輦
各
県
並
御
泊
駅
里
程
明
細
附
」
と
い
う
絵
入
り

印
刷
物
が
残
っ
て
い
ま
す
。
「
編
輯
出
版
人
」
は
「
牛

込
区
西
五
軒
町
廿
五
番
地 

石
原
喜
三
郎
」
で
、
「
明

治
十
四
年
七
月
御
届
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
覧
表
に

は
、
「
供
奉
」
と
し
て
有
栖
川
左
大
臣
・
大
木
参
議
・

大
隈
参
議
・
黒
田
参
議
・
徳
大
寺
宮
内
卿
・
北
白
川
宮
・

杉
宮
内
大
輔
は
じ
め
、
大
・
少
書
記
官
、
侍
従
長
・
侍

従
、
侍
医
、
陸
・
海
軍
少
佐
、
警
視
総
官
、
そ
し
て
巡

査
等
、
ほ
か
に
「
御
先
発
」
と
し
て
松
方
内
務
卿
ら
三

名
、
合
計
七
三
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
道

筋
明
細
に
は
、
行
列
の
絵
の
周
り
に
、
東
京
を
出
発
し

て
帰
る
ま
で
の
宿
泊
地
と
そ
の
間
の
距
離
が
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
山
形
県
内
で
は
、
金
山
・
清
川
・
鶴
岡
・

酒
田
・
清
川
・
新
庄
・
楯
岡
・
山
形
・
米
沢
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
行
列
の
絵
は
、
先
頭
か
ら
「
警
部
・
御
旗
・

近
衛
士
官
・
侍
従
・
御
輦
・
侍
補
・
宮
内
卿
・
宮
内
書

記
官
・
栄
典
・
地
方
長
官
・
大
臣
・
参
議
」
の
順
で
続

い
て
い
ま
す
。 

こ
の
印
刷
物
を
所
持
し
て
い
た
布
施
家
は
、
村
役
人

な
ど
を
歴
任
し
た
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
層
で
す
が
、
伊
佐

沢
村
は
巡
幸
ル
ー
ト
か
ら
は
離
れ
て
お
り
、
近
く
で
行

列
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
印
刷
物
が
ど
れ
ほ
ど
つ
く
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な

形
で
頒
布
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
全
県
を
挙
げ

て
天
皇
を
奉
迎
す
る
た
め
の
事
前
意
識
づ
け
に
は
、
絶

大
な
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

上
伊
佐
沢
村
と
同
様
に
現
在
長
井
市
の
一
部
に
な

っ
て
い
る
西
置
賜
郡
平
山
村
の
農
民
新
野
伊
三
太
の

記
録
『
歳
々
風
雨
物
直
咄
集
（
さ
い
さ
い
ふ
う
う
も
の

ね
ば
な
し
し
ゅ
う
）』（
文
教
の
杜
な
が
い
所
蔵
）
に
は
、

明
治
天
皇
の
巡
幸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
二
つ
の
記

事
が
あ
り
ま
す
。（
原
文
） 

○
天
子
様
国
々
御
順
見
〈
光
ト
云
〉（
巡
幸
）
、
去
卯

年
中
よ
り
御
下
り
、
去
年
越
後
国
よ
り
西
国
、
當
年

ハ
此
東
国
奥
江
御
順
見
、
閏
七
月
九
日
十
日
比
（
頃
）

此
米
沢
江
御
出
馬
馬
車
に
て
御
通
り
赤
湯
八
ツ
比

な
り
、
竹
畑
ヶ
（
高
畠
）
御
溜
（
留
）
り
九
日
晩
也
、

十
日
ハ
米
沢
溜
り 

○
帝
様
之
御
車
皆
金
か
な
ぐ
（
金
具
）
今
の
は
や
り
の

が
ら
す
（
ガ
ラ
ス
）
と
い
ふ
び
ん
そ
ろ
（
ビ
ン
ゾ
ロ 

ビ

ー
ド
ロ
）
が
こ
へ
（
囲
い
）
之
馬
車
な
り
、
山
形
宿
り
、

上
之
山
中
（
昼
）
飯
、
赤
湯
お
ご
休
（
御
小
休
）
竹
畑

ヶ
御
泊
り
、
又
十
日
之
晩
ハ
米
沢
御
泊
り
、
城
下
ハ

数
ヶ
所
江
御
廻
り
被
成
候
也
、
町
真
中
ハ
友
（
供
）

切
事
無
用
、
御
朋(
と
も 

供
）
切
ハ
き
り
ず
で
道
之

訳
（
脇
）
行
に
も
御
か
も
ひ
（
構
い
）
無
し
、
お
が
む

（
拝
む
）
抔
（
な
ど
）
と
い
わ
ず
と
見
る
ど
（
と
）
云
へ

と
の
御
下
事
、
譬
ハ
（
た
と
え
ば
）
道
訳
ニ
立
て
居
て

も
お
が
も
へ
（
御
構
い
）
な
し
、
能
ぐ
（
よ
く
）
御
顔

見
ろ
と
な
り
、
此
馬
車
之
内
に
帝(

み
か
ど)
様
と
お
ぢ

（
じ
）
さ
ま
と
御
二
人
り
の
り
居
る
前
に
わ
（
は
）
馬 

                          

  

⑤ 

「陸羽並北海筋御巡幸一覧表 御道筋駐輦各県並御泊駅里程明細附」（文教の杜ながい所蔵）部分拡大 



  

                     

仕
（
使
い
）
弐
人
乗
り
て
馬
を
い
ぢ
る
（
い
じ
る 

扱
う
）
、

其
外
馬
車
二
ツ
三
ツ
成
り
、
其
外
ニ
只
馬
に
の
り
御

供
ハ
百
人
も
足
立
人
ま
ぢ
〱
（
ま
ち
ま
ち
）
成
れ
共
、

三
里
も
つ
ゝ
く
（
続
く
）
、
赤
湯
よ
り
竹
畑
ヶ
迄
（
ま 

で
）
續
申
也
、
但
シ
此
年
い
た
ッ
て
道
作
道
拵
（
こ
し

ら
え
）
等
い
た
し
、
田
畑
を
つ
ぶ
し
家
蔵
・
土
蔵
取

除
さ
せ
真
す
ぐ
に
い
だ
す
（
い
た
す
）
な
り
、
百
姓
ハ

道
路
懸
り
斗
り
（
ば
か
り
）
お
ッ
か
な
へ
（
お
っ
か
な
い 

恐
ろ
し
い
）
、
扨
（
さ
て
）
又
其
外
當
年
懸
り
物
多
し
、

百
姓
ハ
出
し
方
斗
り
（
ば
か
り
）
お
ふ
こ
ま
り
（
大
困

り
）
、
作
斗
り
も
よ
げ
れ
ハ
（
良
け
れ
ば
）
ま
た
（
ま
だ
）

に
も
せ
よ
、
大
不
作
年
仕
方
な
へ
（
し
か
た
な
い
）
〱

〱
、
不
算
用
金
銭
な
し
位
（
ぐ
ら
い
）
也
、
何
れ
（
い

ず
れ
）
〱
年
暮
に
わ
（
は
）
み
な
無
勘
定
年
也 

伊
三
太
が
実
際
に
天
皇
の
行
列
を
見
た
の
か
、
見
た

人
の
話
を
聞
い
た
も
の
か
、
先
の
印
刷
物
の
よ
う
な
も

の
か
ら
推
察
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
巡
幸
を

迎
え
た
人
々
の
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
当
て
字
・
誤

字
に
加
え
て
方
言
表
記
が
判
読
を
難
し
く
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し
い
世
の
中
に
目
を
開
き

関
心
を
寄
せ
て
来
た
筆
者
は
、
「
帝
様
」
の
姿
や
「
帝

様
」
と
の
触
れ
合
い
に
驚
く
と
共
に
、
巡
幸
の
た
め
に

道
路
整
備
を
強
要
さ
れ
て
「
大
困
り
」
す
る
人
び
と
の

気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
ま
す
。 

先
に
あ
げ
た
布
施
家
文
書
の
中
に
は
、
上
伊
佐
沢
村

戸
長
布
施
長
兵
衛
が
、
明
治
十
四
年
六
月
廿
七
日
付
け

で
東
置
賜
郡
役
所
に
出
し
た
次
の
よ
う
な
文
書
が
あ

り
ま
す
。 

天
皇
陛
下 

今
般
我
が
地
方
へ
御
巡
幸
在
ら
せ
ら

る
る
に
つ
い
て
は
、
素
よ
り
山
間
僻
地
古
来
未
曾
有

（
み
ぞ
う
）
の
儀
に
し
て
、
我
等
人
民
の
幸
福
た
と

え
る
に
言
な
し
、
よ
っ
て
我
々
に
お
い
て
も
、
幾
分

か
人
民
の
人
民
た
る
義
務
を
尽
く
し
、
奉
迎
せ
ざ
る

を
得
ざ
る
る
に
つ
い
て
は
、
官
に
お
い
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
道
路
そ
の
他
修
繕
幾
多
の
御
手
配
も
こ
れ
あ

る
べ
き
む
ね
存
じ
奉
り
候
え
ど
も
、
我
が
村
に
お
い

て
、
一
戸
二
人
ず
つ
人
足
御
手
伝
い
致
す
べ
き
の
処
、

不
馴
れ
の
者
ど
も
ゆ
え
、
一
人
に
つ
き
金
二
拾
五
銭

あ
た
り
人
足
代
賃
を
も
っ
て
献
納
候
間
、
官
に
お
い

て
職
方
そ
れ
ぞ
れ
御
雇
入
れ
御
仕
様
（
使
用
）
あ
い

成
り
た
く
、
別
紙
上
納
証
あ
い
添
え
こ
の
段
上
申
候

な
り 

こ
の
文
書
と
共
に
記
録
さ
れ
て
い
る
史
料
に
は
、
人

足
賃
と
し
て
金
八
八
円
（
戸
数
一
七
六
戸
・
人
足
三
五

二
人
分
）
を
七
月
五
日
ま
で
半
額
を
、
残
り
半
額
を
同

十
日
ま
で
上
納
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
人
足
を

集
め
る
こ
と
も
、
人
足
賃
を
負
担
す
る
こ
と
も
、
ど
ち

ら
も
容
易
で
は
な
い
様
子
が
、
他
の
史
料
か
ら
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

明
治
前
期
の
国
家
的
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
天

皇
巡
幸
は
、
山
形
県
民
の
心
に
も
、
確
実
に
天
皇
の
存

在
を
根
付
か
せ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
以

来
、
不
安
や
期
待
・
不
信
な
ど
で
揺
れ
動
い
て
来
た

人
々
の
思
い
は
、
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
や
政
治
体
制
の

確
立
と
共
に
、
明
治
国
家
と
い
う
一
つ
の
枠
組
み
の
中

に
納
ま
っ
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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当
室
は
、
山
形
県
公
文
書
セ
ン

タ
ー
と
山
形
県
県
史
資
料
室
が
併

設
し
た
県
の
機
関
で
す
。
公
文
書

セ
ン
タ
ー
で
は
、
行
政
文
書
が
県

庁
の
主
務
課
に
お
い
て
そ
の
役
割

を
終
え
た
歴
史
公
文
書
を
所
蔵
し
、

県
史
資
料
室
で
は
、
公
文
書
セ
ン

タ
ー
開
設
以
前
に
廃
棄
さ
れ
た
行

政
文
書
や
年
報
、
あ
る
い
は
県
史

に
関
わ
る
研
究
物
や
県
内
市
町
村

と
他
県
の
刊
行
物
な
ど
、
県
史
編

さ
ん
の
た
め
に
収
集
・
作
成
し
た

多
岐
に
わ
た
る
資
料
を
保
管
し
て

い
ま
す
。 

 

今
回
ご
案
内
の
資
料
は
、
旧
東

村
山
郡
役
所
に
関
す
る
文
書
二
点

で
す
。
一
つ
は
、
公
文
書
セ
ン
タ

ー
の
「
国
指
定
文
化
財
申
請
書
綴
」

に
綴
ら
れ
た
『
重
要
文
化
財
指
定

申
請
書
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
三

十
一
日
天
童
市
長
申
請
）
』
（
以
下

申
請
書
と
記
す
）
で
、
も
う
一
つ

は
、
県
史
資
料
室
の
『
山
形
県
指

定
有
形
文
化
財
旧
東
村
山
郡
役
所

解
体
調
査
報
告
書
（
昭
和
五
十
九

年

三

月

二

十

日

天

童

市

発

行

）
』

（
以
下
報
告
書
と
記
す
）
で
す
。 

次
に
挙
げ
る
資
料
は
申
請
書
の

抜
粋
で
、
文
書
作
成
当
時
の
旧
郡

役
所
の
現
状
や
保
護
の
実
態
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
人
々
の

文
化
財
保
管
へ
の
強
い
思
い
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

『
旧
東
村
山
郡
役
所
は
市
有
財

産
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
ら
れ
て
お
ら

ず
、
明
治
初
期
に
お
け
る
洋
風
建

物
の
様
相
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
三
十

五
年
の
暴
風
に
よ
っ
て
第
三
層
部

が
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
そ
の
後
二
階

建
て
に
改
造
さ
れ
再
建
さ
れ
る
こ

と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
明
治
十
二
年
十
月
落
成
当

時
の
三
層
楼
を
有
す
る
建
物
に
復

元
す
る
。
併
せ
て
、
現
在
使
用
し

て
い
る
天
童
市
立
図
書
館
移
転
し
、

解
体
修
理
の
上
、
郷
土
資
料
館
と

し
て
、
考
古
・
民
俗
資
料
を
収
集･

保
存
し
、
整
理
・
分
類
の
後
展
示

を
行
う
計
画
で
あ
る
。
』 

次
に
記
す
報
告
書
の
記
載
事
項

か
ら
は
、
特
徴
的
な
工
法
で
施
工

さ
れ
た
内
部
構
造
や
劣
化
の
様
子
、

創
建
当
時
の
工
事
の
状
況
が
把
握

で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
沿
革
か

ら
、
旧
郡
役
所
の
歩
ん
だ
歴
史
の

重
み
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

 

『
郡
区
町
村
編
制
法
の
公
布
後
、

僅
か
四
ヶ
月
で
「
土
功
ヲ
起
コ
シ
」
、

実
際
の
着
工
を
明
治
十
二
年
四
月

と
す
る
と
、
完
成
ま
で
６
ヶ
月
間

と
な
る
が
、
意
匠
、
構
造
（
三
階

建
、
白
壁
「
土
塗
壁
漆
喰
仕
上
」
、

瓦
葺
「
現
地
製
造
」
）
、
当
時
の
工

法
等
か
ら
考
え
、
異
常
な
突
貫
工

事
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
こ

こ
に
「
聊
不
完
全
ノ
部
分
有
之
候

ニ
付
」
と
言
わ
し
め
る
原
因
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

以
後
、
郡
制
施
行
中
は
明
治
十

四
年
（
一
八
八
一
）
に
、
明
治
天

皇
東
北
御
臨
幸
の
際
の
行
在
所
と

な
り
、
郡
制
廃
止
後
も
庁
舎
を
つ

と
め
、
昭
和
二
九
年
一
〇
月
に
一

町
六
ヵ
村
の
天
童
町
役
場
と
な
り
、

更
に
同
三
三
年
一
〇
月
に
は
市
制

施
行
に
よ
っ
て
天
童
市
役
所
と
な

っ
た
。
市
役
所
と
し
て
の
増
補
、

改
変
が
進
ん
で
い
る
中
、
こ
の
遺

構
も
内
陸
地
方
に
お
け
る
、
明
治

時
代
の
貴
重
な
洋
風
建
築
の
は
し 
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り
と
し
て
見
直
さ
れ
、
最
後
は
同

市
の
図
書
館
と
し
て
転
用
さ
れ
る

ま
で
に
至
っ
た
が
、
昭
和
四
七
年

九
月
、
山
形
県
の
有
形
文
化
財
と

し
て
指
定
を
受
け
、
今
日
ま
で
維

持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
』 

さ
ら
に
、
報
告
書
記
載
の
有
形

文
化
財
調
書
に
は
、
旧
郡
役
所
が

県
の
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る

べ
き
理
由
が
次
の
よ
う
に
明
記
さ

れ
て
い
ま
す
。 

『
明
治
十
二
年
の
建
築
で
、
現

在
本
県
下
に
遺
る
明
治
時
代
洋
風

建
築
と
し
て
は
最
も
古
い
時
期
の

も
の
に
属
し
て
い
る
。
搭
屋
の
除

去
、
外
壁
等
部
分
的
に
は
明
治
中

期
後
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
が
、

総
体
的
に
は
よ
く
原
型
を
維
持
し

て
い
て
、
創
立
期
の
郡
役
所
建
築
、

明
治
初
期
の
庁
舎
建
築
の
姿
を
知

る
貴
重
な
遺
構
で
あ
る
。
玄
関
ポ

ー
チ
、
ベ
ラ
ン
ダ
部
に
お
け
る
八

角
柱
、
繰
り
型
の
あ
る
礎
盤
、
柱

頭
、
勾
欄
、
柱
上
の
小
壁
の
彫
刻
、

入
り
口
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
等
の

細
部
装
飾
等
は
素
朴
で
あ
る
が
、

明
治
初
期
の
堅
実
な
手
法
を
伝
え
、

意
匠
的
に
も
優
れ
て
い
る
。
是
非

文
化
財
と

し
て
指
定

し
、
永
く

保
存
す
る

価
値
が
あ

る
と
考
え

る
。 
昭

和
四
十
七

年
六
月
十

九
日
調
査

員
』 こ

う
し

て
申
請
書

と
報
告
書

を
歴
史
文
書
と

し
て
み
る
と
き
、

同
一
の
歴
史
的

事
象
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
資
料
と
し
て
評
価

す
べ
き
視
点
が
異
な
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
申
請
書
は
、

こ
の
建
造
物
が
国
指
定
の
重
要
文

化
財
に
進
達
さ
れ
た
史
実
を
示
す

重
要
な
証
拠
で
文
書
の
存
在
自
体

が
歴
史
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
す
。 

一
方
、
報
告
書
で
は
、
項
目
立

て
て
記
さ
れ
た
文
章
や
図
面
、
そ

れ
に
建
造
物
の
細
部
の
写
真
な
ど
、

登
載
さ
れ
た
詳
細
な
情
報
に
価
値

が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
作
成
目
的
の
異
な
る
資
料

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
の
歴
史
を

伝
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
が
持
つ
特
徴
を
重
ね
な
が
ら
、

郡
役
所
と
い
う
文
化
財
の
歴
史
的

価
値
の
全
体
像
を
正
し
く
伝
え
る

こ
と
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。 

 

所
蔵
資
料
に
は
、
多
く
の
価
値

あ
る
情
報
が
登
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
情
報
を
有
効
に
活
用
す
る
た

め
に
、
よ
り
適
切
な
保
存
の
あ
り

方
を
検
討
し
て
お
り
ま
す
。 

              

旧東村山郡役所の沿革 

西 暦 元号年月日 記  事 

1878 年 明治 11 年 7 月 三新法の制定 東村山郡の編成 

 明治 11 年 11 月 新築のための起工 

1879 年 明治 12 年 10 月 25 日 竣工落成 

 明治 12 年 11 月 16 日 開庁 

1880 年 明治 13 年 3 月 「聊不完全ノ部分有之候二付」（工事中） 

1881 年 明治 14 年 9 月 29 日 明治天皇東北御臨幸 行在所 

1889 年 明治 22 年 4 月 1 日 市町村制施行開始 

1891 年 明治 24 年 4 月 1 日 郡制施行開始 

1902 年 明治 35 年 9 月 28 日 暴風雨で塔屋損壊のため二階建てに改造 

1923 年 大正 12 年 4 月 1 日 郡制廃止 

1926 年 大正 15 年 7 月 1 日 郡役所の廃止 

1954 年 昭和 29 年 10 月 1 日 天童町役場（１町６ヵ村合併） 

1958 年 昭和 33 年 10 月 1 日 市制施行 天童市役所 

1961 年 昭和 36 年 3 月 3 日 天童市指定有形文化財に指定 

1972 年 昭和 47 年 9 月 4 日 山形県指定有形文化財に指定 

1972 年 昭和 47 年 9 月 30 日 天童市役所新庁舎落成 

1973 年 昭和 48 年 6 月 13 日 天童市立図書館として使用 

1977 年 昭和 52 年 3 月 31 日 国指定重要文化財に進達 

1983 年 昭和 58 年 7 月 1 日 天童市立新図書館落成 

1983 年 昭和 58 年 9 月 23 日 解体工事着工 

1984 年 昭和 59 年 3 月 20 日 解体工事完成 

 昭和 59 年 7 月 18 日 復元工事起工 

1985 年 昭和 60 年 11 月 16 日 復元工事完成 

1986 年 昭和 61 年 11 月１日 天童市立旧東村山郡役所資料館 開館 

［参考資料］「東村山郡史 続編」「天童の生い立ち」「解体調査報告書」  
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