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市
史
編
さ
ん
事
業
　
～
は
じ
め
に
か
え
て
～
　

　
編
さ
ん
事
業
は
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
現
れ
て
は
消
え
た
様
々

な
千
歳
の
姿
を
史
実
と
し
て
市
史
に
書
き
と
め
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
使
命
で
あ
る
。

ま
た
、
新
た
な
情
報
や
資
料
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
市
史
を
訂
正
す
る
こ
と
も
編
さ
ん
事

業
の
大
切
な
役
目
で
あ
る
。
　
　

　
そ
の
最
新
の
成
果
は
、平
成
二
十
二
年
三
月
に
刊
行
し
た『
新
千
歳
市
史
　
通
史
編
上
巻
』

（
以
下『
新
市
史（
上
）』）で
あ
る
。地
質
時
代
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
戦
時
に
至
る
間
の
色
々

な
事
柄
を
網
羅
し
た
結
果
、
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
㌻
の
市
史
に
な
っ
た
。

　
さ
て
、
市
史
を
編
さ
ん
す
る
と
き
は
悩
ま
し
く
も
大
き
な
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々

の
事
柄
が
持
っ
て
い
る
歴
史
を
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て
ま
と
め
て
い
く
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
や
み
く
も
に
出
来
事
を
羅
列
し
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
秩
序
を
持

っ
た
編
さ
ん
こ
そ
が
、
読
み
や
す
い
市
史
を
生
み
出
す
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
。

　
歴
史
を
綴
る
に
は
大
き
く
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
時
間
軸
を
基
本
に
行
う
方
法

で
、
○
○
時
代
と
い
う
よ
う
に
時
代
を
基
準
に
区
分
し
、
そ
の
時
代
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事

柄
を
説
明
す
る
。
時
代
ご
と
の
認
識
を
深
め
る
に
は
大
変
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の

事
柄
の
歴
史
は
各
時
代
に
分
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
通
史
的
に
見
た
い
と
き
は
各
時
代
か
ら

同
じ
事
柄
を
拾
い
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
煩
雑
さ
が
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
事
柄
（
た
と
え
ば
「
空
港
」
な
ど
）
ご
と
に
歴
史
を
積
み
上
げ
て
い
く
方

法
で
あ
る
。
時
代
別
に
分
散
せ
ず
事
柄
ご
と
に
時
間
に
沿
っ
て
通
観
で
き
る
便
利
さ
が
あ
る
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
で
構
成
さ
れ
た
一
時
代
の
全
体
像
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

時
代
を
同
じ
く
す
る
事
柄
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
良
し
悪
し
で
判
断
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
ど
ち
ら
を
採
る
か
は
、
編
さ
ん
方
針
や
取
り
上
げ
る
事
柄
の
内
容
に
よ
る
判

断
が
必
要
で
あ
る
。

　
『
新
市
史
（
上
）
』
で
は
、
第
一
編
「
自
然
と
風
土
」
が
地
勢
・
気
候
・
生
物
な
ど
の
大
き

な
事
柄
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
完
結
す
る
後
者
の
方
法
を
と
り
、
第
二
編
か
ら
第
四
編

は
、
時
代
別
に
区
分
す
る
前
者
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
は
作
り
手
側
か
ら
見
た
市
史
編
さ
ん
事
業
で
あ
る
が
、
読
み
手
側
か
ら
見
た
市

史
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
読
み
や
す
い
、
読
み
づ
ら
い
、
扱
い
づ
ら
い
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な

意
見
が
あ
る
と
思
う
。
実
際
に
手
に
取
っ
て
み
る
と
、
分
厚
く
ず
っ
し
り
と
重
い
。
重
さ
で

本
の
価
値
を
判
断
で
き
な
い
が
、
市
史
の
重
さ
は
千
歳
の
出
来
事
を
網
羅
し
た
歴
史
の
重
さ

と
い
え
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
一
〇
〇
〇
㌻
も
の
厚
さ
の
本
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
む

た
め
に
は
相
当
の
時
間
と
労
力
、
そ
し
て
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
市
史
に

覚
悟
は
必
要
で
あ
る
の
か
。
私
の
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
市
史
は
推
理
小
説
で
は
な
い
。

最
後
ま
で
読
み
切
る
必
要
は
全
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
う
考
え
て
は
ど
う
か
。
市
史
は
千
歳
の
歴
史
情
報
を
最
も
そ
な
え
た
歴
史
辞
典
で
あ
る

と
。
多
岐
に
わ
た
る
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
優
れ
た
知
見
で
し
っ
か
り
と
記
し
て
い

る
辞
典
で
あ
る
。
興
味
を
持
っ
た
項
目
を
開
け
ば
、
色
々
な
場
面
を
切
り
取
っ
た
奥
の
深
い

新
た
な
千
歳
の
歴
史
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
、こ
れ
か
ら
何
度
も
新
市
史
を
手
に
取
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

『
新
市
史（
上
）』の
第
一
編
を
中
心
に
内
容
の
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
う
。も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
を
読
め
と
強
要
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
観
点
を
持
つ
こ
と

は
当
然
で
あ
り
、自
分
の
観
点
を
持
つ
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

『
新
千
歳
市
史 

通
史
編
上
巻
』
を
手
に
す
る
と

― 
市
史
は
多
様
な
史
実
を
書
き
と
め
た
歴
史
辞
典 

―

田
　
　
村
　
　
俊
　
　
之

千
歳
市
総
務
部
主
幹
付
市
史
編
さ
ん
担
当
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ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
知
る
に
は

　
今
さ
ら
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
知
り
た
い

と
き
は
、
先
ず
目
次
を
み
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
。
目
次
は
本
の
具
体
的
な
内
容
を
た
ど
れ

る
道
標
で
あ
り
、
辞
典
の
見
出
し
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
『
新
市
史
（
上
）
』
で
は
か

な
り
具
体
的
な
表
現
の
項
目
を
目
次
に
掲
げ
て
い
る
。

　『
新
市
史
（
上
）』
の
目
次
は
一
二
㌻
か
ら
な
り
、
構
成
は
、
第
一
編
「
自
然
と
風
土
」、

第
二
編
「
先
史
時
代
か
ら
有
史
時
代
へ
」
、
第
三
編
「
古
代
・
中
世
・
近
世
」
、
第
四
編
「
開

拓
の
開
始
と
近
代
社
会
の
成
立
」
の
四
編
に
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
本
づ
く
り
と
し
て

は
、
基
本
に
沿
っ
た
一
般
的
な
目
次
の
構
成
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
編
の
下
に
は
章
・
節
・

項
・
細
項
目
（
項
を
構
成
す
る
個
別
の
説
明
項
目
）
が
あ
る
。
難
し
い
表
現
は
少
な
く
具
体

的
で
あ
る
が
、
ペ
ー
ジ
表
記
が
節
ご
と
で
あ
る
た
め
引
き
づ
ら
く
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
新
市
史
（
上
）
』
の
項
・
細
項
目
数
は
お
よ
そ
七
六
〇
に
な
る
が
、
こ
こ
を
し
っ
か
り
確

認
す
る
と
市
史
に
綴
ら
れ
た
事
柄
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
定
の
事
柄
を
調
べ

る
際
に
は
特
に
頼
り
に
な
る
存
在
に
な
る
。

　
な
お
、
細
項
目
に
な
い
事
柄
も
本
文
の
記
述
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
『
新
市

史
（
上
）
』
の
巻
末
に
は
索
引
を
設
け
て
お
り
、
語
句
か
ら
記
載
ペ
ー
ジ
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
べ
て
の
語
句
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
要
と
考
え
る
人
名
・
固

有
名
詞
を
主
に
採
録
し
て
い
る
。
目
次
で
見
つ
か
ら
な
い
事
柄
は
、
関
連
す
る
語
句
を
頼
り

に
索
引
か
ら
探
す
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ど
こ
か
ら
読
み
始
め
よ
う
か
と
迷
う
時
は

　
私
の
お
勧
め
は
、
第
一
編
「
自
然
と
風
土
」
の
第
六
章
「
地
名
解
」
で
あ
る
。
地
名
は
地

形
と
同
様
に
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
で
あ
る
。
地
形
の
多
く
は
自
然
の
営
み
の
中
で
生
ま
れ

て
き
た
も
の
だ
が
、
地
名
は
人
が
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
地
名
は
、
な

ん
と
な
く
付
け
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。
人
々
の
生
活
や
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ

り
、
地
形
的
な
特
徴
を
巧
み
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
と
土
地
の
歴
史
を
知
ら
し
め

る
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
は
地
名
で
あ
る
。
そ
ん
な
千
歳
の
地
名
の
由
来
を
解
い
て
い
る
の

が
第
六
章
で
あ
る
。

　
第
一
節
で
は
千
歳
の
旧
名
で
あ
る
「
シ
コ
ツ
」
の
意
味
と
変
遷
を
絵
図
や
文
献
を
精
査
し
、

「
千
歳
」
に
改
名
し
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
改
名
に
つ
い
て
の
顛
末
は
、
釜
加
神

社
の
弁
財
天
御
厨
子
の
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。
市
史
に
は
原
文
と
共
に
現
代
訳
も
併
記
し

て
わ
か
り
や
す
く
、
実
は
改
名
し
た
の
は
川
（
現
千
歳
川
）
の
名
だ
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き

る
。
さ
ら
に
、
弁
財
天
の
造
営
や
、
旅
日
記
を
通
し
て
道
路
事
情
な
ど
、
当
時
の
千
歳
の
状

況
を
紹
介
し
て
い
る
。
な
お
、
御
厨
子
は
地
名
の
由
来
を
記
し
た
当
時
の
貴
重
な
歴
史
的
資

料
と
し
て
市
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
項
か
ら
は
「
シ
コ
ツ
」
と
い
う
地
名
が
実
際
の
千
歳
の
地
形
の
中
で
、
ど
の
地
域
を

指
し
て
い
た
か
推
理
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
説
が
あ
っ
た
が
、
説
得
力
の
あ
る
推
論

を
提
示
し
て
い
る
。

　
第
二
節
か
ら
第
六
節
ま
で
は
、
市
内
の
地
名
に
つ
い
て
千
歳
川
水
系
を
中
心
に
流
域
を
め

ぐ
り
地
名
の
由
来
を
解
い
て
い
る
。
そ
の
数
は
一
五
五
カ
所
に
の
ぼ
り
、
元
に
な
っ
た
ア
イ

ヌ
語
と
そ
の
意
味
を
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
地
名
の
多
く
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
発
し
た
言
葉
を
和
人
が
聞
き
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
書
き

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
聞
き
手
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
音
に
聞
こ
え
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
地
名
そ
の
も
の
も
長
い
時
間
の
経
過
の
中
で
短
縮
や
音
の
変
化

が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
辺
に
今
日
の
地
名
の
解
釈
に
違
い
が
生
じ
る
要
因
が
あ
る
。
そ
れ
も

ま
た
地
名
解
の
醍
醐
味
で
も
あ
る
。

　
な
お
、
現
在
の
千
歳
市
の
町
名
に
つ
い
て
は
、
守
屋
憲
治
が
鋭
意
取
り
組
ん
だ
本
誌
の
「
現

代
千
歳
の
町
名
散
歩
」
を
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
現
在
の
町
名
が
今
に
至
っ
た
変
遷
、

名
づ
け
た
人
々
の
様
々
な
思
い
と
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
。
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千
歳
の
自
然
を
も
っ
と
知
り
た
い
時
は

　
千
歳
は
人
口
九
万
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、
森
林
、
河
川
、
火
山
、

湖
な
ど
の
多
様
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
豊
か
な
自
然
の
歴
史
は
、
第
一
編
「
自
然

と
風
土
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
千
歳
の
自
然
の
概
略
を
知
り
た
い
時
は
、
第
一
章
「
千

歳
の
地
勢
」
が
よ
い
。
地
形
や
地
質
、
動
植
物
な
ど
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
深
く
知
り
た
い
場
合
は
第
二
章
以
降
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
注
目
は
第
二
章
と

第
四
章
で
あ
る
。
第
二
章
「
千
歳
の
気
象
」
は
国
土
交
通
省
気
象
庁
新
千
歳
空
港
測
候
所
の

現
役
職
員
（
当
時
）
に
よ
る
も
の
で
、
明
治
二
十
六
年
の
千
歳
の
気
温
観
測
記
録
を
は
じ
め

気
象
観
測
の
沿
革
や
、
観
測
地
点
の
変
遷
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
詳
細
な
観
測
デ
ー
タ

を
駆
使
し
た
図
表
に
よ
り
千
歳
や
そ
の
周
辺
の
気
象
現
象
を
解
説
し
、
こ
れ
ま
で
の
市
史
に

く
ら
べ
格
段
に
豊
か
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
章
末
に
は
気
象
災
害
史
と
題
す
る
江
戸
時
代

の
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
か
ら
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
に
わ
た
る
年
表
を
付
し
て
お

り
、
千
歳
が
火
山
噴
火
や
大
雨
、
雪
害
な
ど
を
被
っ
て
き
た
状
況
が
つ
ぶ
さ
に
わ
か
る
。

　
第
四
章
は
「
生
物
の
分
布
」
で
あ
る
。
実
は
生
物
に
つ
い
て
は
新
市
史
以
前
の
『
市
史
』

（
昭
和
四
十
四
年
刊
）
と
『
増
補
』
（
昭
和
五
十
八
年
刊
）
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
分

野
で
あ
る
。
新
規
に
取
り
組
ん
だ
分
野
で
あ
り
、
生
物
に
関
心
が
あ
る
方
に
は
是
非
、
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
そ
の
内
容
は
、
市
内
で
確
認
し
た
動
植
物
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
氷
河
期
か
ら
今
日
に
至

る
植
生
の
変
遷
を
は
じ
め
、
生
息
す
る
哺
乳
類
、
鳥
類
、
両
生
類
、
爬
虫
類
、
魚
類
な
ど
を

解
説
し
て
い
る
。
特
に
市
内
で
確
認
し
た
二
一
四
種
に
及
ぶ
鳥
類
の
観
察
年
・
月
、
場
所
、

生
態
区
分
を
示
し
た
一
覧
表
が
圧
巻
で
あ
る
。
ま
た
、
モ
ラ
ッ
プ
の
湧
水
で
し
か
生
息
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
世
界
で
唯
一
の
ト
ビ
ケ
ラ
（
水
生
昆
虫
）
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
第
三
章
「
千
歳
の
生
い
立
ち
」
は
、
北
海
道
全
体
の
造
山
活
動
・
地
殻
変
動

が
千
歳
域
に
及
ん
だ
影
響
を
、
地
質
や
千
歳
鉱
山
な
ど
と
の
関
連
性
を
示
し
な
が
ら
解
説
し

て
い
る
。
さ
ら
に
千
歳
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
火
山
灰
台
地
を
形
成
す
る
火
山
灰
に
つ
い
て

も
、
噴
出
源
や
噴
出
年
代
や
古
砂
丘
の
状
況
、
当
時
の
植
生
な
ど
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。

今
、
眼
前
に
存
在
す
る
穏
や
か
な
山
並
み
や
千
歳
川
な
ど
の
風
景
に
潜
む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

自
然
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
第
五
章
「
自
然
環
境
と
そ
の
変
遷
」
で
は
千
歳
が
位
置
し
て
い
る
石
狩
低
地
帯
が

生
物
の
重
要
な
分
布
境
界
域
で
あ
り
、「
北
方
由
来
の
生
物
と
南
方
由
来
の
生
物
の
接
点
と
し

て
生
物
地
理
の
面
か
ら
み
て
大
変
興
味
深
い
地
域
」
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
最
近
の
外
来

生
物
の
影
響
な
ど
も
、
興
味
深
く
身
近
な
問
題
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　第
二
編
以
降
は
ど
ん
な
内
容
か

　
第
二
編
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
人
の
歴
史
で
あ
る
。
第
二
編
「
先
史
か
ら
有
史
時
代
へ
」
・
第

三
編
「
古
代
・
中
世
・
近
世
」
・
第
四
編
「
開
拓
の
開
始
と
近
代
社
会
の
成
立
」
の
三
編
か
ら

成
り
、
分
量
は
市
史
全
体
の
お
よ
そ
八
割
を
占
め
る
。

　
第
二
編
は
千
歳
に
人
が
暮
ら
し
始
め
た
旧
石
器
時
代
と
、
そ
の
後
の
縄
文
時
代
か
ら
江
戸

時
代
中
頃
に
至
る
ま
で
の
生
活
文
化
を
解
説
し
て
い
る
。
千
歳
市
域
で
は
昭
和
五
〇
年
代
前

半
か
ら
新
千
歳
空
港
や
高
速
自
動
車
国
道
な
ど
の
高
規
格
道
路
の
建
設
に
よ
る
大
型
工
事
が

相
次
い
だ
。
そ
れ
に
伴
っ
て
大
規
模
な
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
実

施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
旧
石
器
時
代
か
ら
近
世
に
至
る
様
々
な
遺
跡
の
調
査
に
よ

り
、
膨
大
な
資
料
と
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
文
化
や
社
会
、
環
境
な
ど
の
解
明

が
大
き
く
進
展
し
た
。
そ
の
成
果
が
『
新
市
史
（
上
）
』
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
第
三
編
は
、
奈
良
平
安
時
代
の
古
代
、
室
町
鎌
倉
時
代
の
中
世
、
織
豊
時
代
か
ら
江
戸
幕

府
終
焉
ま
で
の
近
世
を
扱
う
。
第
二
編
が
考
古
学
的
調
査
の
成
果
に
依
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
、
本
編
は
主
に
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
記
録
（
文
献
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
北
海
道
を
舞
台
に
し
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
人
の
動
向
、
本
州
と

の
関
係
や
周
辺
諸
国
と
の
関
わ
り
な
ど
を
詳
し
く
解
説
し
、
そ
の
中
で
の
千
歳
の
状
況
を
示

し
て
い
る
。
近
世
に
な
る
と
北
海
道
は
函
館
を
中
心
と
す
る
道
南
部
が
和
人
の
支
配
下
に
な
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り
、
交
易
を
中
心
と
す
る
経
済
活
動
が
益
々
活
発
に
な
る
。
千
歳
（
シ
コ
ツ
）
は
幕
末
期
ま

で
内
陸
部
の
重
要
な
交
通
・
交
易
の
要
衝
と
し
て
様
々
な
文
献
に
度
々
登
場
す
る
。
第
三
編

に
は
千
歳
が
当
時
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
状
況
化
に
あ
っ
た
か
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
か
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。

　
第
四
編
は
、
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
戦
時
ま
で
を
記
し
た
。
こ
の
編
は
明
治
維
新

な
ど
の
歴
史
的
な
転
換
点
を
画
期
と
す
る
時
代
区
分
に
よ
り
七
つ
の
章
を
編
成
し
て
い
る
。

各
時
代
の
行
政
史
・
産
業
史
・
交
通
史
・
社
会
史
・
文
化
史
・
教
育
史
な
ど
、
色
々
な
分
野

の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
、
第
四
章
第
五
節
第
三
項
は
「
着
陸
場
」
で
あ
る
。
今
日
の
新
千
歳
空
港
に
つ

な
が
り
、
千
歳
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
つ
で
も
あ
る
着
陸
場
建
設
の
顛
末
が
詳
細
に
描

か
れ
て
い
る
。
建
設
に
参
加
し
た
人
々
の
証
言
、
最
初
の
飛
行
機
の
着
陸
位
置
や
機
種
の
特

定
、
さ
ら
に
は
操
縦
士
の
生
涯
に
も
触
れ
て
お
り
、
当
時
の
情
景
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
に
つ
い
て

　
こ
こ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
千
歳
の
地
に
も
っ
と
も
長
く
居
住
し
て
き
た

ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
は
是
非
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
市
史
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
は
北
海
道

を
中
心
に
生
活
し
、
縄
文
時
代
の
文
化
や
人
の
系
譜
を
引
き
継
い
で
き
た
人
々
で
あ
る
。
そ

の
長
い
歴
史
は
、
市
史
に
お
い
て
も
第
二
編
以
降
の
各
編
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
。
第
二
編

第
五
章
は
「
ア
イ
ヌ
文
化
期
」
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
は
一
般
的
に
一
二
世
紀
後
半

～
一
三
世
紀
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
今
日
、
古
い
ア
イ
ヌ
文
化
の
記
録
は
幕
末
期
の
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
成
立
期
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
は
空
白
の
時
代
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
し
か
し
、
市
内
の
大
規
模
工
事
に
伴
う
低
湿
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
初

頭
の
木
製
の
道
具
類
な
ど
が
低
湿
遺
跡
か
ら
次
々
と
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
を
江
戸
時
代
末
期

の
記
録
や
近
代
に
作
ら
れ
た
道
具
類
と
比
較
し
た
結
果
、
伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
が
今
日
ま

で
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
第
三
編
で
は
古
代
・
中

世
・
近
世
と
い
う
北
海
道
史
の
中
で
の
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
人
の
関
係
、
第
四
編
で
は
開
拓
と

同
化
政
策
に
翻
弄
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
千
歳
の
状
況
を
解
説
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
の

系
譜
は
、
第
二
編
第
四
章
の
「
先
史
文
化
人
の
形
質
」
と
第
二
編
第
五
章
第
七
節
の
「
骨
か

ら
見
た
ア
イ
ヌ
」
に
詳
し
く
、「
ア
イ
ヌ
は
日
本
列
島
の
縄
文
人
や
北
海
道
の
続
縄
文
人
を
母

体
に
し
て
成
立
し
た
集
団
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

『
新
千
歳
市
史
　
通
史
編
下
巻
』
の
編
さ
ん
に
向
け
て

　
さ
て
、
本
年
五
月
よ
り
『
新
市
史
（
下
）
』
の
編
さ
ん
事
業
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
事
業

に
つ
い
て
は
本
誌
の「『
新
千
歳
市
史 

通
史
編 

下
巻
』
の
刊
行
に
つ
い
て
」
に
詳
し
く
説
明

が
あ
る
。
ま
た
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
執
筆
予
定
の
目
次
も
含
め
て
公
開
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

　
下
巻
は
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
時
代
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
も

そ
の
時
代
を
過
ご
し
た
多
く
の
方
々
が
存
命
で
あ
り
、
極
め
て
身
近
な
過
去
が
対
象
に
な
る
。

い
わ
ば
現
代
史
で
あ
り
、
第
五
編
の
「
戦
後
の
行
政
」
か
ら
始
ま
り
第
六
編
「
部
門
史
」、
第

七
編
「
資
料
」
で
構
成
す
る
。

　
下
巻
の
大
き
な
特
徴
は
部
門
史
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
部
門
史
は
、
事
柄
（
た
と
え
ば

「
空
港
」
な
ど
）
ご
と
に
歴
史
を
積
み
上
げ
て
い
く
方
法
を
用
い
る
。
部
門
別
に
区
分
し
た

一
六
の
章
と
そ
の
下
に
七
六
の
節
を
設
け
る
予
定
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
時
に
「
良
い
か
悪
い
か
は
歴
史
が
判
断
す
る
」
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
、
歴
史
は
良
し
悪
し
を
判
断
し
な
い
。
歴
史
に
良
し
悪
し
の
区
分
は
な
く
、
と
も
に
歴

史
の
一
部
で
あ
り
、
史
実
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
の
一
方
で
こ
う
も
言
え
る
。
悪
し
き
出
来

事
ほ
ど
歴
史
の
教
訓
と
な
り
未
来
へ
の
指
針
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
日
の
千
歳
を

成
し
た
歴
史
の
事
実
を
た
ど
る
の
が
市
史
で
あ
る
。


