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か
つ
て
こ
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
は
既
に
鋤
柄
先
生
と
浜
中
先
生
よ
り
ご
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
が
如
何
に
歴
史
上
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

私
の
報
告
で
は
、
そ
う
し
た
地
に
開
校
し
た
同
志
社
を
、
そ
の
創
設
期
に
的
を
絞
り
、
課
題
を
設
定
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
同
志
社
大
学
の
原
点
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
十
一
月
二
十
九
日
に
開
校
し
た
同
志
社
英
学
校
に
な
り
ま
す
。
明
治

初
期
に
開
校
し
ま
し
た
。
同
志
社
で
は
英
学
校
の
開
校
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
貫
き
、
今
も
建
学
の
理
念
の
一
つ
で
す
。
同

志
社
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
し
て
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
育
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
学
校
と
し
て
、
ま
た
、
明
治

初
期
に
開
校
し
た
私
立
学
校
と
し
て
、
明
治
初
期
の
教
育
史
で
こ
れ
ま
で
に
研
究
が
行
わ
れ
、『
同
志
社
百
年
史
』
を
代
表
と
し

て
多
く
の
著
書
や
研
究
が
あ
り
ま
す
。
事
実
、
そ
う
し
た
教
育
史
上
、
同
志
社
の
存
在
意
義
は
明
確
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
な
お
私
に
は
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
創
立
者
で
あ
る
新
島
襄
は
、
開
校
以
来
、
永
眠
す
る
一
八
九
〇
年
ま
で
に
同
志
社
の
不
動
産
を
キ
ャ
ン
パ
ス
の
周
り

に
約
三
万
坪
所
有
し
て
い
ま
し
た
。
開
校
当
時
は
借
家
の
み
で
す
。
財
政
的
支
援
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
な
ぜ
土
地
を
こ
れ
ほ
ど
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ま
で
に
手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ
と
つ
の
答
え
は
学
校
の
拡
大
で
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
よ
う
に
、
東
京
へ
天
皇
が
移
っ
た
一
八
六
九
年
以
降
、
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
は
空
き
地
と
な
り
、
土
地
政
策
的
に
手
に
入
れ
や
す

い
状
況
で
し
た
。
実
際
に
土
地
を
取
得
し
、
そ
こ
に
立
て
た
も
の
は
学
生
寮
と
新
し
い
学
校
で
す
。
要
す
る
に
、
学
校
の
拡
大
を

新
島
は
考
え
た
と
い
う
こ
と
だ
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
開
校
し
て
十
数
年
で
、
同
志
社
病
院
、
京
都

看
病
婦
学
校
、
同
志
社
予
備
校
、
同
志
社
普
通
学
校
、
ハ
リ
ス
理
化
学
校
と
立
て
続
け
に
学
校
を
設
立
し
た
の
か
。
確
か
に
学
生

数
は
増
え
て
い
ま
し
た
し
、
ハ
リ
ス
理
化
学
校
開
校
の
時
に
は
金
銭
的
な
幸
運
が
重
な
っ
た
の
で
す
が
、
生
徒
数
か
ら
考
え
ま
し

て
も
迫
ら
れ
た
拡
大
の
必
要
性
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
に
急
い
で
拡
大
す
る
必
要
が
な
ぜ
あ
っ
た
の
か
、
私
は
疑
問
に

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
そ
う
し
た
疑
問
が
生
じ
た
の
は
、
開
校
か
ら
七
年
後
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
同
志
社
大
学
設
立
運
動
で
す
。
新
島
が

命
を
賭
し
て
取
り
組
ん
だ
運
動
で
、
永
眠
ま
で
に
そ
の
夢
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
八
年
近
く
全
力
を
傾
注
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

ど
う
し
て
開
校
か
ら
七
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
大
学
を
作
ろ
う
と
し
た
の
か
。
確
か
に
五
千
円
の
寄
付
を
最
初
に
得
た
こ
と

は
そ
の
弾
み
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
新
島
の
宿
志
で
あ
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
る

と
広
告
に
明
記
し
な
か
っ
た
こ
と
や
、
東
京
大
学
に
対
抗
す
る
意
識
を
強
烈
に
示
し
た
こ
と
に
新
島
の
本
来
の
目
的
が
見
え
隠
れ

す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

数
々
の
疑
問
が
あ
る
な
か
で
今
回
「
京
都
の
中
の
同
志
社
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
初
期
の

同
志
社
を
取
り
巻
く
環
境
を
知
る
こ
と
で
自
分
自
身
の
疑
問
に
対
し
て
回
答
に
な
る
手
が
か
り
を
得
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
同
志
社
の
創
設
期
に
あ
た
る
明
治
初
期
の
京
都
の
近
代
化
の
状
況
を
学
校
教
育
の
充
実
と
殖
産
興
業
の
発
展
と
い
う
点
か

ら
見
る
こ
と
で
、
近
代
化
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
の
中
で
同
志
社
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
を
考
え
て
行
き
た
い
と
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思
い
ま
す
。
ま
ず
は
同
志
社
英
学
校
が
開
校
す
る
前
の
京
都
の
状
況
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
歴
史
を
少
し

だ
け
遡
り
ま
す
。

　

同
志
社
英
学
校
が
開
校
す
る
七
年
前
の
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
大
き
な
戦
い
が
起
き
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
戊
辰

戦
争
で
す
。
京
都
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
始
ま
り
函
館
の
五
稜
郭
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
戦
争
で
す
が
、
時
代
の
変
革
を
象
徴

す
る
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
一
年
後
の
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
、
京
都
に
と
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
東
京
奠
都
で
す
。
天
皇
お

よ
び
御
所
周
辺
に
住
ん
で
い
た
ほ
と
ん
ど
の
公
家
た
ち
が
一
斉
に
東
京
へ
移
り
、
京
都
は
御
所
を
中
心
に
か
つ
て
の
宮
廷
文
化
の

賑
わ
い
は
す
っ
か
り
と
様
変
わ
り
を
し
ま
し
た
。
か
つ
て
九
条
家
に
仕
え
て
い
た
下
橋
敬
長
は
明
治
六
、
七
年
頃
の
御
所
、
す
な

わ
ち
同
志
社
英
学
校
が
開
校
す
る
直
前
の
御
所
を
み
て
、
こ
の
よ
う
に
の
ち
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

「
御
所
は
…
草
原
に
な
っ
て
お
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
屋
根
の
瓦
も
落
ち
て
お
り
ま
す
し
、
壁
は
落
ち
て
お
り
ま
す
。

御
所
の
中
の
汚
い
こ
と
は
見
ら
れ
た
体
裁
で
は
な
く
…
」（
下
橋
敬
長
述
「
幕
末
の
宮
廷
」
平
凡
社
一
九
七
九
年
四
三
頁
）

　

時
代
の
変
わ
り
目
を
見
て
き
た
人
物
が
御
所
の
衰
勢
を
見
た
感
想
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
治
の
最
初
期
の
状
況
に

関
し
て
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
京
都
は
東
京
奠
都
後
に

す
た
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
の
ち
京
都
府
知
事
と
し
て
辣
腕
を
ふ
る
う
槇
村
正
直
ら
が
主
導
と
な
っ
て
近

代
化
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
近
代
化
の
政
策
す
べ
て
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
学
校
教
育
に
関
す
る
展
開
を
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
戊
辰
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
に
は
既
に
京
都
市
の
上
京
と
下
京
の
六
十
五
の
組
に
分
け
ら
れ
た
区
域
に
六
十
四
の
番
組
小

学
校
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
同
年
に
は
現
在
の
東
山
中
学
校
・
高
等
学
校
の
起
源
で
あ
る
勧
学
院
が
知
恩
院
に
て
開
設
さ
れ
て
い
ま



二
一
五

京
都
の
近
代
化
と
同
志
社

す
。
既
に
仏
教
系
の
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
東
京
奠
都
の
翌
年
の
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
は
旧
京
都
所
司
代
跡
に

京
都
府
中
学
校
が
開
設
さ
れ
ま
す
。
の
ち
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
現
在
の
京
都
府
庁
の
位
置
に
移
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

中
学
校
が
設
立
さ
れ
た
年
に
は
欧
学
舎
が
設
け
ら
れ
、
独
逸
学
校
、
仏
学
校
、
英
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
年
後
に
は
医

学
教
育
も
行
っ
た
療
病
院
、
女
性
の
た
め
の
教
育
施
設
で
あ
る
女
紅
場
、
そ
の
一
年
後
に
は
京
都
で
最
初
の
公
立
図
書
館
集
書
院

が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
同
志
社
英
学
校
の
一
年
前
に
は
京
都
慶
応
義
塾
も
開
校
し
て
い
ま
す
。
生
徒
数
や
東
京
と
の
距
離
的
な
関

係
か
ら
同
年
中
に
閉
校
し
ま
す
が
、
同
志
社
が
開
校
す
る
ま
で
に
、
官
立
・
私
立
を
問
わ
ず
多
く
の
学
校
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
学
校
の
性
格
上
、
当
然
貧
富
の
差
や
信
仰
の
問
題
な
ど
で
限
ら
れ
た
人
物
に
開
か
れ
た
学
校
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
近
代
化
の
基
礎
を
作
る
教
育
に
関
し
て
み
て
も
京
都
府
並
び
に
民
間
の
力
の
入
れ
よ
う
は
、
御
所
が
廃
れ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
た
時
か
ら
既
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
ひ
と
つ
の
殖
産
興
業
政
策
の
事
例
を
紹
介
し
、
同
志
社
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
近
代
化

と
聞
い
て
頭
に
浮
か
ぶ
用
語
の
ひ
と
つ
は
殖
産
興
業
で
し
ょ
う
。
京
都
に
お
け
る
殖
産
興
業
の
中
心
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
、

河
原
町
二
条
下
ル
に
あ
っ
た
旧
長
州
藩
邸
跡
に
設
け
ら
れ
た
勧
業
場
と
い
わ
れ
る
施
設
が
と
り
ま
と
め
の
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ

ま
す
。
同
年
に
明
治
期
の
主
要
産
業
に
な
る
生
糸
に
か
か
わ
る
養
蚕
場
、
理
化
学
実
験
や
理
化
学
教
育
を
行
う
京
都
舎
密
局
、
革

製
品
に
か
か
わ
る
製
靴
場
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
は
製
糸
場
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
は
靴
を
作
る
製
靴
場
、
一
八

七
五
年
ゴ
ミ
か
ら
肥
料
を
製
造
す
る
化
芥
場
な
ど
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
勧
業
場
開
設
か
ら
同
志
社
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
に
、
い

わ
ゆ
る
近
代
化
を
象
徴
す
る
一
つ
の
産
業
の
基
礎
的
な
建
物
が
次
々
と
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
御
所
の
衰
退
と
は
ま
た
別
の
発
展
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
は
御
所
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
御
所
が
近
代
化
の
象
徴
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
簡
単
に
江
戸
時
代
の
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御
所
の
話
を
し
ま
す
と
、
御
所
に
は
九
門
と
い
わ
れ
る
九
つ
の
門
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
門
を
通
り
抜
け
、
御
所
と
公
家
屋
敷
を
見

る
こ
と
が
、
一
つ
の
観
光
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
天
皇
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
禁
裏
御
所
に
参
内
す
る
お
公
家
衆
の
行
列
を
み

る
こ
と
は
観
光
す
る
人
々
の
目
玉
で
し
た
。
江
戸
時
代
の
い
わ
ゆ
る
観
光
案
内
に
同
様
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
で
も
御
所
は
そ
の
衆
目
を
集
め
て
い
た
場
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
興
味
深
い
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。
一
八
七
二
年
か
ら

京
都
博
覧
会
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
以
来
、
年
一
回
春
に
三
ヶ
月
程
度
で
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
ま
で
続
き
ま
す
。
第
一
回
は
建

仁
寺
や
知
恩
院
な
ど
の
寺
院
を
会
場
に
、
数
か
所
に
分
け
て
博
覧
会
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
第
二
回
か
ら
の
会
場
は
御
所
で
す
。

仙
洞
御
所
と
大
宮
御
所
が
使
用
さ
れ
た
と
記
録
に
あ
り
、
禁
裏
御
所
も
使
用
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
以
降
は
専
用
の
会
場
が
京
都
の
岡
崎
の
地
に
で
き
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
へ
移
動
し
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
御
所
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
に
は
御
所
の
南
東
に
常
設
の
会
場
が
設
置
さ
れ
ま
す
の
で
、
御
所
が
博
覧
会
場
、
要
す
る
に
明

治
初
期
の
殖
産
興
業
の
情
報
発
信
基
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
来
場
数
は
四
万
と
も
二
十
万
と
も
四
十
万
と
も
書
か
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
変
な
注
目
を
集
め
た
博
覧
会
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

な
か
で
も
象
徴
的
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
気
球
の
打
ち
上
げ
で
す
。
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
十
二
月
六
日
、
同
志
社
開

校
の
二
年
後
に
な
り
ま
す
。
京
都
府
と
島
津
製
作
所
の
創
業
者
で
あ
る
島
津
源
蔵
が
協
力
し
て
水
素
を
用
い
た
気
球
の
有
人
飛
行

に
成
功
し
ま
す
。
当
時
は
気
球
を
打
ち
上
げ
る
際
の
バ
ル
ー
ン
の
軽
量
化
が
問
題
で
、
そ
の
軽
量
化
に
成
功
し
た
の
が
島
津
で
す
。

こ
の
打
ち
上
げ
に
用
い
ら
れ
た
場
所
が
仙
洞
御
所
で
一
枚
三
円
の
チ
ケ
ッ
ト
が
四
万
八
千
枚
完
売
し
ま
し
た
。
相
当
の
注
目
を
集

め
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
島
津
製
作
所
で
す
が
、
創
業
は
同
志
社
と
同
じ
一
八
七
五
年
で
す
。

そ
の
創
業
か
ら
学
校
に
対
し
て
実
験
器
具
を
提
供
し
て
い
ま
し
て
、
現
在
二
条
木
屋
町
下
ル
に
あ
る
創
業
の
地
で
島
津
製
作
所
創

業
記
念
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。
島
津
の
熱
意
を
感
じ
取
れ
る
資
料
館
で
す
の
で
、
足
を
運
ば
れ
る
と
一
層
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
か



二
一
七

京
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代
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と
同
志
社

と
思
い
ま
す
。

　

今
ご
紹
介
し
た
二
つ
の
事
業
は
、
同
志
社
英
学
校
開
校
後
に
、
ま
さ
に
真
南
で
行
わ
れ
て
い
た
事
業
で
す
。
こ
う
し
た
環
境
が

新
島
に
何
ら
か
の
感
情
を
起
こ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
あ
る
意
味
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
同
志
社
英
学
校
の
開
校
前
と
開
校
直
後
に
関
し
て
京
都
の
近
代
化
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
同
志
社
を
取
り

巻
い
た
状
況
を
考
え
ま
す
と
、
新
島
も
こ
う
し
た
周
囲
の
動
き
は
知
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
知
的
な
、
あ
る
い
は

示
唆
的
な
刺
激
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

同
志
社
は
そ
も
そ
も
開
校
の
時
に
は
京
都
府
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
で
き
ま
し
た
が
、
例
え
ば
体
育
の
一
環
で
鴨
川
で
運
動
を

し
て
い
る
と
、
京
都
府
は
耶
蘇
が
暴
動
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
警
戒
す
る
わ
け
で
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
北
に
は
相
国
寺
が
あ

り
ま
す
。
仏
教
界
と
演
説
な
ど
で
互
い
に
批
判
し
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
好
意
的
と

は
言
え
な
い
状
況
で
学
校
を
運
営
し
て
い
く
に
は
特
色
あ
る
学
校
作
り
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
の
学
校
拡
大
と
新
島
襄
は
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
資
料
に
こ
れ

に
関
す
る
明
確
な
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
資
料
的
に
新
島
が
官
立
学
校
を
批
判
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
小
学
校
を
批
判
し
ま
し
た
。
大
学

を
作
る
時
は
官
立
の
東
京
大
学
を
批
判
し
ま
し
た
。
新
島
が
新
し
い
学
校
を
創
設
し
、
そ
れ
を
相
対
化
し
て
正
統
性
を
主
張
す
る

時
に
は
常
に
頭
に
は
官
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
相
対
化
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
、
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義

の
正
当
化
を
暗
喩
す
る
も
の
で
し
た
。
新
島
の
信
条
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
や
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
文
字
と
し

て
明
文
化
す
る
こ
と
は
極
力
避
け
て
い
ま
し
た
。
明
治
初
期
の
政
策
的
な
実
質
的
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
と
は
全
く
違
う
世
の
風
潮
を

感
じ
て
い
た
で
し
ょ
う
し
、
鹿
鳴
館
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
追
い
風
の
時
代
で
あ
っ
て
も
実
質
的
な
世
の
風
潮
で
感
じ
る
こ
と
は
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異
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
同
志
社
の
南
の
御
所
で
は
常
に
最
新
の
発
表
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
新
島
は
同
志
社
の
あ

り
方
を
常
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
結
果
が
明
治
初
期
の
同
志
社
の
拡
大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
周
囲
の
歴
史
的
な
事
実
も
踏
ま
え
な
が
ら
百
五
十
年
史
編
纂
に
向
け
て
同
志
社
史
を
今
後
も
検
討
し
て
行
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


