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は
じ
め
に

一
　

『
五
十
年
史
』
の
成
り
立
ち

二
　

『
五
十
年
史
』
は
何
か
を
書
い
た
か

三
　

『
百
年
史
』
を
展
望
す
る

ま
と
め
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は
じ
め
に

　

私
は
一
九
九
〇
年
に
大
学
院
を
中
退
し
、
大
学
史
編
集
室
の
助
手
と
し
て
勤
務
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
四
年
間
、『
名
古
屋

大
学
五
十
年
史
』
の
編
纂
に
関
わ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
験
を
踏
ま
え
て
、『
五
十
年
史
』
の
成
り
立
ち
、
何
を
書
い
た
か
、『
五
十

年
史
』
か
ら
『
百
年
史
』
に
ど
う
展
望
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、『
五
十
年
史
』
が
何
を
書
き
、
何
を
見
据
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
今
の
時
点
で
振
り
返
り
、
そ
の
こ
と
を
時

代
状
況
に
位
置
づ
け
て
、
結
局
、
大
学
史
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
展
望
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
　

『
五
十
年
史
』
の
成
り
立
ち

　

『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』
に
は
前
史
が
あ
り
ま
す
。
一
九
七
五
年
に
、
当
時
の
芦
田
学
長
が
大
学
史
を
作
ろ
う
と
提
案
さ
れ
た
こ

と
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
う
ま
く
い
か
ず
、
五
年
間
た
っ
て
休
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
一
九
八
三
年
六
月
に
再
始
動
し
ま
す
。
き
っ
か
け
は
教
育
学
部
で
、
当
時
、
教
育
行
政
学
の
専
門
家
で
、
日
本
の
占
領
期

の
教
育
改
革
研
究
を
な
さ
っ
て
い
た
鈴
木
英
一
先
生
が
自
分
で
試
案
を
作
ら
れ
、
教
授
会
で
同
意
を
得
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
の
同
意
を
受
け
て
、
西
洋
教
育
史
の
専
門
家
で
あ
る
、
当
時
の
江
藤
恭
二
学
部
長
と
鈴
木
先
生
、
そ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
の
大
学
史
、

教
育
社
会
学
の
潮
木
守
一
先
生
と
三
人
で
、
当
時
の
飯
島
宗
一
学
長
に
直
談
判
に
行
き
、
即
座
に
了
承
を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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た
だ
し
、
江
藤
先
生
は
二
人
で
、
鈴
木
先
生
は
三
人
で
行
っ
た
と
書
か
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

鈴
木
先
生
の
試
案
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
他
の
大
学
は
も
う
大
学
史
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
名
古
屋
大
学
も
作

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
通
史
と
部
局
史
の
二
巻
構
成
に
し
て
五
年
間
で
出
す
と

い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
基
に
し
て
、
学
部
長
会
に
教
育
学
部
長
が
企
画
試
案
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
、
さ
ら
に
五
十
周
年
記
念
事

業
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
当
時
五
十
周
年
の
記
念
事
業
の
た
め
に
集
め
ら

れ
た
お
金
が
十
数
億
円
で
、
そ
の
う
ち
の
一
億
円
を
大
学
史
の
編
纂
事
業
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
一
九
八
五
年
一
月
、
評
議
会
の
議
を
経
て
編
集
委
員
会
が
発
足
し
ま
す
。
こ
れ
は
全
学
の
委
員
会
と
し
て
全
学
の
各
部
局

か
ら
委
員
が
集
ま
り
、
会
議
は
い
つ
も
評
議
会
が
行
わ
れ
る
部
屋
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
緊
張
す
る
会
議
だ
っ
た
と
い
う
記
憶
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
四
月
に
大
学
史
編
集
室
が
実
務
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
助
手
一
名
で
発
足
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
一
月
に
編
集
委
員
会
で

刊
行
計
画
・
編
集
方
針
を
承
認
し
、
そ
の
後
、
通
史
に
向
け
て
の
執
筆
担
当
者
の
委
員
会
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

　

初
代
の
編
集
委
員
長
は
、
提
案
し
た
江
藤
先
生
で
す
。

初
の
助
手
は
、
今
、
愛
知
学
院
大
学
の
井
上
知
則
先
生
で
す
。
江
藤
先
生

の
後
、
医
学
部
の
加
藤
延
夫
先
生
が
編
集
委
員
長
に
な
り
、
そ
の
後
、
当
時
の
早
川
学
長
が
病
気
で
亡
く
な
り
、
加
藤
先
生
が
学
長
に

な
ら
れ
た
の
で
、
委
員
長
を
交
代
し
て
い
ま
す
。

　

『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』
が
と
て
も
恵
ま
れ
た
の
は
、
私
が
入
っ
た
と
き
に
助
手
二
名
の
ポ
ス
ト
を
増
や
し
、
全
部
で
、
三
人
で

や
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
当
時
の
加
藤
編
集
委
員
長
が
早
川
学
長
に
ポ
ス
ト
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
掛
け
合
い
、
了
承

さ
れ
た
か
ら
で
す
。
一
九
九
二
年
に
は
も
う
一
つ
ポ
ス
ト
を
増
や
し
、

盛
期
に
は
四
人
体
制
で
や
り
ま
し
た
。

　

刊
行
計
画
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
試
案
を
基
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
形
で
写
真
集
を
一
九
八
八
年
、
部
局
史
を
一
九
八
八
年
、
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年
表
・
資
料
集
を
一
九
八
九
年
に
出
し
、
通
史
は
一
九
九
〇
年
に
刊
行
と
い
う
計
画
で
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際

に
は
う
ま
く
い
か
ず
、

初
に
作
ら
れ
た
の
は
一
九
八
九
年
一
〇
月
に
出
た
部
局
史
で
し
た
。
な
ぜ
一
九
八
九
年
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、

こ
の
年
が
名
古
屋
大
学
の
五
〇
周
年
で
、こ
れ
よ
り
遅
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
し
た
。
た
だ
、内
容
が
増
え
て
し
ま
っ

た
の
で
、
部
局
史
は
二
巻
に
す
る
と
い
う
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
写
真
集
が
二
年
後
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
年
表
・
資
料
集
は
、
写
真
集
が
出
た
か
ら
や
め
る
と

い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
作
る
こ
と
を
諦
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

通
史
の
刊
行
は
一
九
九
五
年
で
、
予
定
よ
り
五
年
も
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
に
出
さ
な
い
と
四
捨
五
入
し
て
六
十
年

史
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
心
配
が
あ
り
、
何
と
か
頑
張
っ
て
一
九
九
五
年
に
出
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
他
の
変
更
と
し
て
は
、
紀
要
を
刊
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、「
稿
本
」
を
刊
行
し
た
こ
と
で
す
。

「
稿
本
」
と
い
う
の
は
、『
東
京
大
学
百
年
史
』
だ
と
試
験
印
刷
稿
と
か
タ
イ
プ
稿
と
か
い
う
も
の
に
当
た
る
も
の
で
す
。
裏
話
を
申
し

上
げ
る
と
、
当
初
は
こ
れ
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
早
く
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
の
原
稿
の
中
に
は
、
通

史
と
し
て
は
使
い
に
く
い
状
況
の
も
の
が
あ
り
、
何
と
か
棚
上
げ
す
る
手
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
と
き
、
今
の
大
学
史
協
議
会
の
前

身
で
あ
る
関
東
地
区
大
学
史
連
絡
協
議
会
に
行
き
、
当
時
立
教
大
学
に
い
た
中
野
さ
ん
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
大
学
で
は
こ
の
よ
う

に
や
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
、
名
古
屋
大
学
に
帰
っ
て
き
て
話
を
し
た
ら
、
そ
れ
で
い
き
ま
し
ょ
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
刊
行
本
を
出
す
と
き
に
は
、
お
金
が
あ
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
、
問
題
の
原
稿
は
「
稿
本
」
に
入
れ
て
、
そ

れ
を
さ
ら
に
編
集
室
で
作
り
直
し
て
「
通
史
」
に
仕
上
げ
ま
し
た
。
鈴
木
試
案
で
は
一
巻
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も
結
局
、
二
巻
本

に
な
り
ま
し
た
。

　

全
部
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
、「
写
真
集
」「
部
局
史
」
と
「
通
史
」
が
あ
り
、「
部
局
史
」
の
背
文
字
は
飯
島
先
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生
が
書
か
れ
ま
し
た
。「
通
史
」
の
方
は
加
藤
先
生
が
書
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
稿
本
」「
紀
要
」
で
す
。
刊
行
の
編
集
方
針
は
、
将

来
の
全
学
的
展
望
の
下
に
書
く
こ
と
と
、
名
古
屋
大
学
が
果
た
し
た
役
割
と
国
家
政
策
と
の
関
わ
り
、
地
域
と
の
関
わ
り
で
書
く
と
い

う
こ
と
で
す
。

二
　

『
五
十
年
史
』
は
何
か
を
書
い
た
か

　

寺
﨑
先
生
や
西
山
先
生
が
関
わ
っ
て
い
る
学
校
沿
革
史
研
究
会
が
『
学
校
沿
革
史
の
研
究
』
と
い
う
本
を
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
の
中
で
『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

戦
後
編
の
と
こ
ろ
は
、
特
に
名
古
屋
大
学
の
前
身
校
を
書
い
て
い
て
、
こ
れ
は
東
京
大
学
で
は
や
っ
て
い
な
い
、
戦
後
改
革
期
の
学

生
の
実
態
を
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
。
当
時
の
政
治
的
な
政
策
動
向
・
政
治
的
圧
力
と
大
学
と
の
関
係
を
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
。
利

用
が
可
能
に
な
っ
た
G
H
Q
／
S
C
A
P
文
書
を
使
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
当
に
あ

り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
政
府
関
係
審
議
会
、
大
学
基
準
協
会
、
高
等
教
育
改

革
総
体
へ
の
関
心
が
薄
い
と
い
う
厳
し
い
ご
指
摘
も
頂
い
て
い
て
お
り
、
本
当
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

実
際
に
『
東
京
大
学
百
年
史
』
と
『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』
を
並
べ
て
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
辺
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば

大
学
の
自
治
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
つ
ま
り
政
治
的
な
も
の
と
の
関
係
は
、
名
古
屋
大
学
の
場
合
は
二
つ
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
こ
れ
は
指
摘
に
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
伊
勢
湾
台
風
に
関
し
て
の
地
域
的
な
動
向
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
生
の
動
向
に

関
わ
る
と
こ
ろ
で
、
重
要
な
入
試
に
関
し
て
は
、
二
カ
所
に
分
け
て
入
れ
て
い
ま
す
。
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東
京
大
学
に
あ
り
、
名
古
屋
大
学
で
弱
い
の
は
、
大
学
院
と
学
位
制
度
に
つ
い
て
で
す
。
東
京
大
学
は
二
カ
所
で
書
い
て
い
ま
す
が
、

名
古
屋
大
学
は
一
カ
所
、
設
置
の
と
こ
ろ
し
か
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
大
き
な
弱
点
は
、
国
際
交
流
で
す
。
国
際

交
流
は
、
東
京
大
学
は
章
に
も
な
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
名
古
屋
大
学
は
そ
れ
が
章
レ
ベ
ル
、
節
レ
ベ
ル
で
出
て
き
ま
せ
ん
。

　

ま
と
め
る
と
、『
五
十
年
史
』は
ど
こ
に
関
心
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、今
振
り
返
っ
て
み
て
も
大
学
自
治
の
と
こ
ろ
が
一
番
大
き
か
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
学
管
理
法
や
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
の
問
題
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
延
長
で
、
教
室
運
営
の
民
主
化
を
う
た
っ

た
理
学
部
の
「
物
理
学
教
室
憲
章
」
の
こ
と
を
項
レ
ベ
ル
で
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
刊
行
の
数
年
前
に
、
名
古
屋
大
学
の
構
成

員
の
半
分
以
上
の
賛
成
で
採
択
さ
れ
た
「
平
和
憲
章
」
を
ぜ
ひ
入
れ
た
い
と
い
う
の
が
、
当
時
実
務
に
関
わ
っ
て
い
た
私
た
ち
の
願
い

で
し
た
の
で
、
こ
れ
を
入
れ
ま
し
た
。
関
心
の
二
つ
目
と
し
て
は
、
伊
勢
湾
台
風
を
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
域
と
の
関
わ
り
か
ら
、

絶
対
に
入
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
入
試
制
度
で
す
。
こ
れ
は
共
通
一
次
試
験
が
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
に
大
き
く

変
わ
る
と
き
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
大
学
院
制
度
に
つ
い
て
の
関
心
が
薄
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
れ
は
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と

や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
部
局
史
や
編
纂
方
針
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
教
職
員
の
数
よ
り
も
、
大
学
院
生
の
数
が

少
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
別
の
デ
ー
タ
で
見
る
と
、
一
九
九
〇
年
あ
た
り
は
、
修
士
課
程
の
大
学
院
生
が
増
え
始
め
る
、
ち
ょ
う
ど
前

の
時
期
な
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
面
白
か
っ
た
の
は
、
学
位
授
与
者
数
で
す
。
五
十
周
年
の
あ
た
り
は
一
九
八
九
年
で
、
博
士
学
位
の

授
与
者
の
う
ち
論
文
博
士
の
数
が
、
課
程
博
士
の
数
よ
り
も
多
い
時
代
で
し
た
。
つ
ま
り
、
今
の
大
学
院
の
大
き
な
改
革
の
中
で
、
課

程
博
士
を
中
心
に
進
ん
で
い
く
状
況
に
な
る
「
前
夜
」
の
時
期
で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、
恐
ら
く
大
学
院
に
つ
い
て
の
記
述
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の
弱
さ
が
出
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
京
都
大
学
百
年
史
』
も
、
平
成
四
年
ぐ
ら
い
か
ら
課
程
博
士
が
増
え
始
め
た
と
い
う

こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
全
国
的
に
そ
う
い
う
流
れ
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
時
代
か
ら
移
り
変
わ
る
時
期
に
『
五
十
年
史
』
が

書
か
れ
、
そ
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

国
際
交
流
へ
の
関
心
の
薄
さ
は
言
い
訳
の
し
よ
う
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
右
肩
上
が
り
で
留
学
生
の
数
が
増
え
て
い
く
時
期
で

す
か
ら
、
何
ら
か
の
工
夫
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

通
史
の

後
に
展
望
を
書
く
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
は
三
つ
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。一
つ
は
、四
年
一
貫
教
育
が
今
後
、

本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
大
学
院
の
重
点
化
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
再
開
発
計

画
、
と
く
に
鶴
舞
の
附
属
病
院
の
再
建
な
ど
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。『
東
京
大
学
百
年
史
』
は
こ
の
部
分
に
一
〇
二
ペ
ー
ジ
使
っ
て
い

ま
す
が
、『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』は
十
数
ペ
ー
ジ
で
、と
て
も
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
時
間
が
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

三
　

『
百
年
史
』
を
展
望
す
る

　

後
に
、
今
後
『
百
年
史
』
編
纂
に
向
け
て
ど
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
う
い
う
良
い
こ
と
が
あ
る
の
か
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
大
学
沿
革
史
は
組
織
改
編
の
動
向
を
書
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
今
後
も
き
ち
ん
と
書
い
て
い
く
の
が
重
要
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に
大
学
の
法
人
化
以
降
、
学
内
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
い
う
形
の
組
織
が
非
常
に
た
く
さ
ん
で
き
、
全
体
像
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が
か
な
り
大
き
く
複
雑
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
正
確
な
自
画
像
を
つ
く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

　

例
え
ば
『
五
十
年
史
』
の
と
き
の
名
古
屋
大
学
の
部
局
の
組
織
は
、
こ
ん
な
感
じ
で
し
た
（
ス
ラ
イ
ド
一
七
枚
目
）。
こ
の
辺
に
学

部
が
あ
り
、
こ
れ
が
大
学
院
で
、
附
置
研
究
所
が
三
つ
あ
り
、
あ
と
は
施
設
と
い
う
感
じ
で
す
。

　

こ
れ
に
対
応
し
て
、
部
局
史
も
二
巻
構
成
で
、
全
二
六
章
構
成
で
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
現
在
の
名
古
屋
大
学
の
組
織
で
す
（
後
掲
資
料
）。
事
務
組
織
を
入
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
な
組
織
だ
け

で
も
こ
れ
だ
け
あ
る
の
で
、こ
れ
を
い
か
に
し
て
ま
と
め
て
い
く
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
日
の
大
学
政
策
へ
の
場
当
た
り
的
な
対
応
を
回
避
し
て
、
内
か
ら
の
改
革
の
基
盤
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

一
方
で
、先
ほ
ど
の
図
を
見
て
い
く
と
、こ
れ
で
部
局
史
が
き
ち
ん
と
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
っ
て
き
ま
す
。と
い
う
の
は
、

『
五
十
年
史
』
の
と
き
の
部
局
史
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
に
担
当
者
を
置
い
て
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
の
学
内
の

組
織
は
非
常
に
バ
ー
チ
ャ
ル
な
組
織
も
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
書
く
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
部
局
史
を
き
ち
ん
と
書
か
な
い
こ
と
に
は
、
先
ほ
ど
の
寺
﨑
先
生
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
学
術
的
な
面
か
ら

の
評
価
は
相
当
に
難
し
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、部
局
史
は
何
と
か
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
研
究
活
動
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
大
学
院
の
仕
組
み
、
実
態
を
示
す
の
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
学
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究

組
織
を
書
く
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
特
に
名
古
屋
大
学
の
場
合
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
が
あ
り
、
な
ぜ
名
古
屋
大
学
は
多
い
の

だ
と
い
う
の
で
、
朝
日
新
聞
に
も
記
事
が
出
ま
し
た
。「
伝
統
の
積
み
重
ね
」
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
、
物
理
学
教
室
の
「
物
理
学

教
室
憲
章
」が
か
な
り
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、『
五
十
年
史
』で
し
っ
か
り
書
い
て
お
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
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て
い
ま
す
。
実
は
「
稿
本
」
の
段
階
で
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
後
か
ら
入
れ
た
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
通
史
に
は
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
研
究
室
の
民
主
的
な
運
営
が
こ
う
い
う
研
究
の
土
台
で
あ
る
こ
と
が
、
き
ち
ん

と
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
非
常
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
学
生
に
つ
い
て
は
、
単
に
量
的
に
増
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
留
学
生
の
問
題
や
社
会
人
院
生
や
学
生
の
問
題
等
々
、
非

常
に
多
様
な
人
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
書
く
。
そ
れ
が
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
基
盤
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
記
述
の
質
的
な
深
化
も
必
要
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
国
際
交
流
に
つ
い
て
も
、
宿
題
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
き
ち
ん
と
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

地
域
関
係
は
、
後
で
福
岡
先
生
の
話
に
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
治
体
史
と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
京
都
大
学
の

よ
う
に
ず
っ
と
動
か
ず
に
、
そ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
百
年
史
を
見
る
と
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
移
り
変
わ

り
が
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
た
り
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
と
周
辺
の
ま
ち
と
大
学
が
ど
う
関
わ
っ
て
き
た
の
か
も
書
け
る
と
い
い

の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
頻
発
す
る
災
害
に
対
す
る
関
心
が

近
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。『
五
十
年
史
』
も
濃
尾
大
地
震
と
伊
勢
湾
台
風
が
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
治
体
史
を
通
し
て
の
地
域
貢

献
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
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ま
と
め

　

簡
単
に
ま
と
め
る
と
、『
五
十
年
史
』
は
急
激
に
変
化
が
始
ま
る
時
点
で
生
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
う
い
う
大
学
沿
革
史
を
作
っ

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
の
改
革
で
は
な
く
、
中
か
ら
改
革
を
進
め
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
し
、
地
域
社
会
を
含
む

社
会
へ
の
貢
献
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
他
大
学
の
大
学
史
編
纂
に
か
か
わ
る

方
々
等
と
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
交
換
や
共
有
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
現
に
な
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
今

後
さ
ら
に
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
新
た
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
す
。
大
学
史
と
い
う
と
、
通
史
、
部
局
史
、
写
真
集
、
資
料
集
、
紀
要
の
五
点
セ
ッ
ト
が
基

本
的
な
形
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
に
例
え
ば
先
ほ
ど
出
て
き
た
よ
う
な
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
形
を
入
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う

形
式
的
な
問
題
と
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
組
織
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
し
て
い
く
か
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
モ
デ

ル
の
よ
う
な
も
の
が
今
後
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
名
古
屋
大
学
の
場
合
、
写
真
集
を

出
し
た
と
き
に
、
資
料
集
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
宿
題
を
き
ち
ん
と
今
後
も
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。

（
よ
し
か
わ
・
た
く
じ
　

大
学
院
教
育
発
達
科
学
研
究
科
）
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