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は
じ
め
に

一　

学
習
院
大
学
五
十
年
史
事
業
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
想
の
萌
芽

二　
﹁
大
学
﹂
史
編
纂
と
﹁
学
校
法
人
﹂
の
資
料
室

三　

編
纂
実
務
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

四　

学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
開
設

五　
﹁
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
へ
の
取
り
組
み

六　

各
学
校
で
の
年
史
編
纂
・
資
料
整
理
―
事
業
の
拡
が
り
と
深
ま
り
―

お
わ
り
に　

―
﹁
人
に
優
し
い
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
め
ざ
し
て
―
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大
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―
学
習
院
で
の
経
験
か
ら
―

桑
尾
光
太
郎　

は
じ
め
に

本
稿
は
、﹁
学
校
法
人
設
置
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
の
現
状
︵
法
人
・
系
列
校
か
ら
の
文
書
移
管
、
系
列
校
と
の
連
携
活
動
な
ど
︶

と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
﹂
執
筆
し
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
原
稿
が
書
け
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、
テ
レ
ビ

や
新
聞
で
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
二
〇
年
を
迎
え
た
こ
と
が
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
映
像
を
眺
め
な
が
ら
、
筆
者
自
身
が

大
学
史
編
纂
や
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
仕
事
に
就
い
て
二
〇
年
が
経
っ
た
こ
と
に
改
め
て
思
い
到
っ
た
。
二
〇
年
も
働
い
て
い
る
に
し

て
は
貧
弱
な
成
果
し
か
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
の
無
能
と
怠
慢
に
恥
じ
入
る
ば
か
り
だ
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
大
学
史
編
纂

と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
仕
事
に
携
わ
り
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
何
を
企
図
し
、
試
行
錯
誤
を
続
け
て
き
た
か
を
こ
の
機
会
に
顧

み
た
い
と
思
う
。

こ
こ
数
年
、﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
題
材
に
し
た
論
考
が
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
永
井
英
治
も
指
摘
す
る
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よ
う
に
、
国
立
大
学
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
文
書
管
理
・
保
存
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
が
中
心
に
な
っ
て
い
る︶

1
︵

。
国
立
大
学
が
公

文
書
管
理
法
へ
の
対
応
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
国
立
大
学
で
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
実
務
担
当
者
の

多
く
が
教
員
身
分
の
研
究
職
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
研
究
を
行
い
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
の
が
仕
事
な
の
だ
か
ら
、
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
業
務
を
担
当
す
る
研
究
職
が
増
え
る
に
つ
れ
て
論
考
も
増
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
他
方
で
私
立
大
学
︵
学
校
法
人
︶
の

歴
史
を
示
す
史
資
料
を
保
管
・
公
開
・
活
用
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
部
署
は
、
国
立
大
学
の
そ
れ
よ
り
格
段

に
数
は
多
く
業
務
の
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
担
当
者
は
、
筆
者
を
含
め
て
事
務
職
員
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
に
関
す
る
研
究
の
発
信
は
国
立
大
学
に
比
べ
る
と
今
の
と
こ
ろ
少
な
い︶

2
︵

。
本
稿
は
筆
者
が
経
験
し
た
私
立
大
学
に
お
け
る
大
学

史
編
纂
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
業
務
の
実
態
と
問
題
点
を
、
解
決
の
緒
も
思
い
つ
か
な
い
ま
ま
紹
介
す
る
程
度
に
終
わ
る
が
、
筆
者

と
同
様
に
私
学
の
編
纂
室
や
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
日
々
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
方
々
に
、
少
し
で
も
﹁
そ
う
そ
う
﹂
と
頷
い
て
も
ら
え
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

一　

学
習
院
大
学
五
十
年
史
事
業
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
想
の
萌
芽

筆
者
が
大
学
史
お
よ
び
大
学
の
史
資
料
に
携
わ
る
仕
事
に
就
い
た
の
は
、
一
九
九
四
︵
平
成
六
︶
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
大
学

院
で
日
本
近
代
史
を
専
攻
し
な
が
ら
、
大
学
の
歴
史
に
対
す
る
知
識
や
興
味
は
全
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
大
学
の
組
織
や
運
営
に
対

す
る
関
心
も
皆
無
で
﹁
学
校
法
人
﹂
と
﹁
大
学
﹂
と
の
違
い
も
知
ら
な
か
っ
た
。
同
年
、
学
習
院
大
学
五
十
年
史
編
纂
の
企
画
が
立
ち

上
が
り
、
不
勉
強
で
就
職
の
あ
て
が
無
い
分
、
雑
用
を
厭
わ
な
い
院
生
で
あ
っ
た
筆
者
が
担
当
に
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者

は
学
習
院
大
学
史
料
館
の
助
手
︵
任
期
付
き
︶
に
採
用
さ
れ
、
編
纂
の
実
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
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学
習
院
大
学
史
料
館
は
歴
史
資
料
の
蒐
集
保
管
・
調
査
研
究
な
ら
び
に
公
開
を
目
的
と
し
て
、
一
九
七
五
︵
昭
和
五
〇
︶
年
に
設
置

さ
れ
た
大
学
附
置
研
究
所
で
あ
る
。
近
世
の
大
名
家
文
書
や
村
方
文
書
、
作
家
の
辻
邦
生
資
料
の
よ
う
な
近
現
代
の
個
人
資
料
、
モ
ノ

資
料
な
ど
の
歴
史
資
料
を
所
蔵
し
、
整
理
の
う
え
目
録
を
作
成
し
て
公
開
を
は
か
り
、
研
究
や
展
示
・
生
涯
学
習
活
動
・
博
物
館
実
習

な
ど
を
業
務
と
し
て
き
た
が
、
学
習
院
史
関
係
の
文
書
資
料
を
収
集
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
史
料
館
開
設
時
の
大
学
長
は

日
本
近
世
史
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
児
玉
幸
多
︵
一
九
〇
九
～
二
〇
〇
七
︶
で
、
児
玉
は
学
習
院
史
編
纂
に
つ
い
て
豊
富
な
経
験

を
有
し︶

3
︵

、
当
時
進
行
し
て
い
た
学
習
院
百
年
史
の
編
纂
委
員
会
委
員
長
も
務
め
て
い
た
。
児
玉
は
学
習
院
百
年
史
の
事
業
と
大
学
史
料

館
の
事
業
と
を
、
明
確
に
区
分
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
学
史
料
館
の
英
語
表
記
は
“Gakushuin U

niversity A
rchives

”と
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
学
習
院
と
い
う
組
織
の
文
書
を
扱
う
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
古
文
書
や
歴
史
資
料
一
般
を
扱
う
“Archives

”と
い

う
意
味
で
の
表
記
で
あ
っ
た
。

一
九
九
四
年
の
時
点
で
史
料
館
が
編
纂
実
務
を
引
き
受
け
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
大
学
五
十
年
史
編
纂
を
通
し
て
関
連
の
文
書
や
資

料
を
収
集
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
料
館
に
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
か
ら
で
あ
っ

た
。
前
任
の
史
料
館
助
手
で
筆
者
と
は
入
れ
違
い
で
転
任
し
た
保
坂
裕
興
︵
現
学
習
院
大
学
大
学
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
専
攻
教
授
︶
は
、

記
録
管
理
と
大
学
史
編
纂
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
当
時
次
の
よ
う
に
見
通
し
を
記
し
て
い
る
。

第
一
に
、
記
録
管
理
に
つ
い
て
は
、
現
用
段
階
↓
半
現
用
段
階
↓
歴
史
資
料
段
階
と
い
う
、
記
録
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
︵
略
︶
第
二
に
大
学
史
編
纂
は
、
こ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
で
き
る
限
り
実
現
し
な
が
ら
、
歴
史
資
料
を
使
っ
て

編
纂
・
執
筆
・
刊
行
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
︵
略
︶
第
三
に
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
記
録
管
理
と
大
学
史
編
纂
は
、
共

通
の
目
的
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
、
自
ら
の
活
動
記
録
を
自
組
織
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
中
・
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長
期
的
省
察
と
展
望
に
資
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
大
学
と
社
会
の
呼
応
関
係
の
中
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
社
会
的
使
命
と
存
在

意
義
を
証
明
・
開
示
す
る
こ
と
で
あ
る︶

4
︵

。

保
坂
は
﹁
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
な
い
が
、
大
学
史
編
纂
を
通
じ
て
学
内
に
記
録
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
形

成
し
、
歴
史
資
料
︵
非
現
用
と
な
っ
て
歴
史
的
価
値
を
も
つ
記
録
︶
を
史
料
館
に
移
管
し
て
公
開
・
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大

学
の
社
会
的
使
命
を
担
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
史
料
館
に
学
習
院
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
機
能
を
付
加
し
よ
う
と
い
う
構
想
を

既
に
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
編
纂
実
務
を
引
き
受
け
た
以
上
、
眼
前
の
課
題
と
し
て
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
大
学
史
の
執
筆
・
編
集
と
期
限
ま
で
の
刊
行
で
あ
り
、
筆
者
が
着
任
し
た
頃
の
史
料
館
は
そ
う
し
た
実
務
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
は

皆
無
で
あ
っ
た
。
史
料
館
の
現
場
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
も
、
編
纂
実
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
へ
の
合
意
形
成
は
で
き
て
お
ら
ず
、
周
囲
の

同
僚
は
大
学
史
の
作
業
の
始
ま
り
に
決
し
て
良
い
顔
を
し
な
か
っ
た
。
物
品
費
や
ア
ル
バ
イ
ト
予
算
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
史

資
料
を
持
ち
込
ん
で
整
理
作
業
を
行
う
部
屋
さ
え
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
は
自
分
の
デ
ス
ク
を
置
く
空
間
を
確
保
す
べ
く
騒
ぎ
立

て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二　
﹁
大
学
﹂
史
編
纂
と
﹁
学
校
法
人
﹂
の
資
料
室

一
九
九
四
年
秋
に
は
作
業
場
兼
資
料
置
き
場
の
小
さ
な
編
纂
室
が
あ
て
が
わ
れ
、
パ
ソ
コ
ン
や
コ
ピ
ー
機
も
用
意
さ
れ
て
よ
う
や
く

大
学
五
十
年
史
の
実
務
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
事
務
倉
庫
か
ら
未
整
理
の
古
い
文
書
の
山
が
運
び
込
ま
れ
、
そ
の
整
理
と
仮
目
録
の
作
成

か
ら
作
業
が
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
敗
戦
後
間
も
な
く
学
習
院
が
宮
内
省
の
管
轄
か
ら
離
れ
、
私
立
学
校
と
し
て
独
立
し
よ
う
と
し
た
時
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期
の
文
書
や
、
一
九
四
九
︵
昭
和
二
四
︶
年
の
大
学
開
設
当
初
の
教
務
関
係
文
書
な
ど
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
劣
化
が
進
み
ぼ
ろ
ぼ

ろ
な
っ
た
わ
ら
半
紙
を
注
意
深
く
開
き
な
が
ら
、
文
書
を
手
に
取
っ
た
順
に
目
録
を
採
っ
て
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
中
性
紙
封
筒
に
収
納

し
た
の
だ
が
、
単
調
な
作
業
を
続
け
て
い
く
う
ち
﹁
大
学
の
歴
史
を
ど
う
表
現
す
る
か
﹂
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
が
少
し
ず
つ
浮
か
ん

で
く
る
よ
う
に
な
り
、
整
理
作
業
に
熱
中
し
て
い
っ
た
。
資
料
の
整
理
と
目
録
作
成
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
築
の
基
盤

作
り
で
あ
る
が
、
そ
の
経
験
は
年
史
編
纂
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
出
発
点
と
な
っ
た
。

整
理
作
業
を
始
め
た
ば
か
り
の
頃
、
教
務
関
係
の
簿
冊
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
古
い
ポ
ス
タ
ー
を
発
見
し
た
︻
写
真
①
︼。

一
九
五
七
︵
昭
和
三
二
︶
年
度
大
学
入
試
用
の
ポ
ス

タ
ー
で
、﹁
学
習
院
は
誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。
身

分
な
ど
全
然
考
慮
し
ま
せ
ん
﹂﹁
学
習
院
は
そ
う
費

用
の
か
か
る
学
校
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
っ
た
文

言
か
ら
は
、
志
願
者
集
め
に
苦
労
し
て
い
た
頃
の
大

学
の
姿
が
想
起
さ
れ
、
展
示
等
で
紹
介
し
て
も
高
い

関
心
を
集
め
て
い
る
。
入
試
用
の
古
い
ポ
ス
タ
ー
で

残
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
の
一
点
の
み
で
、
決
し
て
意

識
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
残
さ
れ

て
い
た
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
。こ
の
ポ
ス
タ
ー
か
ら
、

日
々
の
業
務
で
作
成
さ
れ
る
平
凡
な
文
書
や
印
刷
物

が
、
年
月
に
よ
っ
て
価
値
を
付
加
さ
れ
貴
重
な
歴
史

写真①　大学入試ポスター
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資
料
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
資
料
を
見
つ
け
出
し
て
保
存
・
継
承
し
、
将
来
に
伝
え
る
こ
と
が
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
使
命
で
あ
る

こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

近
年
は
﹁
記
念
史
編
纂
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
築
と
は
別
物
で
あ
る
﹂
と
し
て
、両
者
を
分
け
る
考
え
方
が
主
流
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

菅
真
城
は
、﹁
事
実
、｢

大
学
史｣

編
纂
を
業
務
と
し
て
い
る｢

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ｣

も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は｢

大

学
史｣

と｢
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ｣

は
似
て
非
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
﹂
と
記
し
て
い
る︶

5
︵

。
菅
が
取
り
組

ん
だ
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
起
ち
上
げ
は
、
大
阪
大
学
の
年
史
編
纂
事
業
と
は
関
連
な
く
進
め
ら
れ
た
も
の
で
﹁
ポ
ス
ト
年
史
編

纂
で
は
な
い
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
立
﹂
と
い
う
菅
の
主
張
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
大
学
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
築
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
い
ろ
い
ろ
な
手
段
が
あ
る
の
で
あ
り
、
筆
者
も
大
学
史
の
経
験
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
立
に
必
須
で
あ
る
と
は
考
え
て
い

な
い
。
要
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
組
織
の
条
件
で
利
用
し
や
す
い
方
法
を
選
択
し
て
い
け
ば
良
い
の
で
あ

り
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
多
様
な
形
態
・
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
寺
﨑
昌
男
の
見
解
に
筆
者
も
同
意
す
る︶

6
︵

。
筆
者

自
身
に
と
っ
て
、
大
学
史
編
纂
に
お
け
る
経
験
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
考
え
る
上
で
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
大
学
史
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
別
物
で
あ
る
が
、
そ
う
厳
密
に
区
別
す
る
ほ
ど
で
も
な
い
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

大
学
五
十
年
史
編
纂
室
の
活
動
が
始
ま
っ
た
頃
、
同
じ
学
習
院
内
に
こ
れ
と
は
別
に
﹁
学
習
院
院
史
資
料
室
﹂
が
、
法
人
総
務
部
総

務
課
の
一
係
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
際
に
収
集
さ
れ

た
文
書
や
写
真
を
は
じ
め
、
文
献
類
・
マ
イ
ク
ロ
紙
焼
き
・
座
談
会
原
稿
・
年
表
及
び
資
料
目
録
の
カ
ー
ド
、
明
治
末
に
学
習
院
長
を

つ
と
め
た
乃
木
希
典
の
遺
品
資
料
ほ
か
が
保
存
さ
れ
、
百
年
史
事
業
終
了
後
も
職
員
を
一
名
配
置
し
、
外
部
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
や
資

料
の
受
け
入
れ
な
ど
に
対
応
し
て
い
た
。
し
か
し
積
極
的
に
事
業
を
展
開
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
周
囲
も
資
料
の
散
逸
を
防
ぐ

程
度
の
存
在
意
義
し
か
感
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
筆
者
も
大
学
五
十
年
史
に
携
わ
る
ま
で
、
院
史
資
料
室
と
い
う
部
署
が
あ
る
こ
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と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
学
習
院
︵The G

akushuin School C
orporation

︶
は
、
幼
稚
園
、
初
等
科
、
中
等
科
、
高
等
科
、
女
子
中
・
高
等
科
、
大
学
、

女
子
大
学
の
七
つ
の
学
校
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
学
習
院
の
創
立
は
一
八
七
七
︵
明
治
一
〇
︶
年
で
、
創
立
時
は
現
在
の
初
等
教
育

と
中
等
教
育
に
該
当
す
る
課
程
が
お
か
れ
た
た
め
、
初
等
科
・
中
等
科
・
高
等
科
が
創
立
当
初
か
ら
続
く
学
校
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
五
︵
明
治
一
八
︶
年
に
は
、
女
子
中
・
高
等
科
の
前
身
と
な
る
華
族
女
学
校
が
開
設
さ
れ
、
学
習
院
女
学
部
・
女
子
学
習
院
と

名
称
を
変
え
な
が
ら
、男
子
校
で
あ
る
学
習
院
と
は
別
の
学
校
と
し
て
女
子
教
育
を
行
っ
て
い
た
。
戦
後
の
一
九
四
七︵
昭
和
二
二
︶年
、

そ
れ
ま
で
官
立
学
校
で
あ
っ
た
学
習
院
と
女
子
学
習
院
は
合
併
し
て
私
立
学
校
と
し
て
再
出
発
し
、
一
九
四
九
︵
昭
和
二
四
︶
年
に
新

制
学
習
院
大
学
が
、
翌
一
九
五
〇
年
に
学
習
院
大
学
短
期
大
学
部
︵
現
学
習
院
女
子
大
学
︶
が
開
学
し
た
。

﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
が
対
象
と
し
た
の
は
法
人
お
よ
び
七
校
全
体
に
わ
た
る
明
治
以
来
の
歴
史
で
あ
り
、
院
史
資
料
室
は
学
習
院
全

体
の
資
料
を
守
備
範
囲
と
し
て
い
た
。
筆
者
が
担
当
し
た
﹃
学
習
院
大
学
五
十
年
史
﹄
は
、
そ
の
う
ち
の
戦
後
新
制
大
学
の
部
分
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
で
も
当
然
大
学
の
開
学
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
動
向
が
叙
述
さ
れ
、
院
史
資
料

室
に
は
大
学
開
設
認
可
申
請
書
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
資
料
が
多
く
保
管
さ
れ
て
い
た
。
大
学
を
設
置
す
る
意
思
決
定
は
法
人
が
行
う

の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
大
学
の
歴
史
を
叙
述
す
る
際
に
法
人
の
動
向
を
無
視
し
て
書
け
る
わ
け
が
な
い
。
学
習
院
の
場
合
、

そ
も
そ
も
編
纂
に
あ
た
っ
て
﹁
法
人
の
歴
史
と
資
料
﹂
と
﹁
大
学
の
歴
史
と
資
料
﹂
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
法
人
本
部

と
大
学
は
同
じ
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
資
料
を
法
人
資
料
と
大
学
資
料
に
分
け
て
保
存
す
る
こ
と
に
さ

ほ
ど
意
味
は
な
か
っ
た
。
今
思
え
ば
、
大
学
五
十
年
史
を
開
始
す
る
際
に
な
ぜ
院
史
資
料
室
を
拠
点
と
せ
ず
、
年
史
編
纂
の
経
験
を
も

た
ず
関
連
資
料
も
所
蔵
し
て
い
な
い
大
学
史
料
館
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
不
思
議
に
感
じ
る
が
、
と
も
あ
れ
筆
者
が
史
料
館

に
着
任
し
た
当
初
、
史
料
館
と
院
史
資
料
室
は
全
く
没
交
渉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
法
人
︵
事
務
組
織
︶
と
教
学
︵
教
育
研
究
組
織
︶
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の
間
に
、
傍
目
に
は
理
解
し
に
く
い
厚
い
壁
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
壁
を
突
き
崩
さ
な
い
こ
と
に
は
、
ま
と
も

な
年
史
編
纂
も
将
来
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
な
が
る
資
料
の
調
査
・
収
集
・
整
理
も
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
は
、
頭
の
鈍
い
筆
者
で
も
す
ぐ

に
理
解
で
き
た
。

筆
者
が
院
史
資
料
室
の
担
当
職
員
に
大
学
五
十
年
史
へ
の
協
力
を
求
め
た
際
、
い
き
な
り
﹁
こ
れ
ほ
ど
割
に
合
わ
な
い
仕
事
は
な
い

か
ら
、
自
分
の
研
究
を
優
先
し
て
早
く
辞
め
た
方
が
良
い
﹂
と
言
わ
れ
面
食
ら
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
と
は
い
え
院
史
資
料
室

に
保
管
さ
れ
て
い
た
大
学
関
係
の
文
書
・
印
刷
物
や
写
真
は
、
そ
の
職
員
の
配
慮
に
よ
っ
て
速
や
か
に
大
学
五
十
年
史
編
纂
室
に
貸
し

出
さ
れ
、
院
史
資
料
室
が
保
管
す
る
旧
制
学
習
院
時
代
の
資
料
も
自
由
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
院
史
資
料
室
の
職
員

は
大
学
五
十
年
史
に
さ
ほ
ど
か
か
わ
る
こ
と
な
く
一
九
九
六
︵
平
成
八
︶
年
に
退
職
し
た
が
、﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
と
い
う
大
事
業
に

あ
た
っ
て
一
貫
し
て
実
務
の
中
心
に
い
た
だ
け
あ
っ
て
、
資
料
の
整
理
や
保
管
は
詳
細
か
つ
正
確
に
行
っ
て
お
り
、
腕
の
良
い
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
百
年
史
編
纂
時
に
作
成
さ
れ
た
資
料
目
録
や
教
員
履
歴
・
年
表
な
ど
の
カ
ー
ド
類
は
、
現
在
で

も
頻
繁
に
利
用
し
て
お
り
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
土
台
と
な
っ
て
い
る︶

7
︵

。

三　

編
纂
実
務
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

﹃
学
習
院
大
学
五
十
年
史
﹄
と
そ
の
前
に
行
わ
れ
た
﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
と
の
大
き
な
違
い
は
、
対
象
と
す
る
学
校
の
範
囲
と
叙
述

の
対
象
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。﹃
百
年
史
﹄
は
明
治
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
比
べ
て
、
大
学
五
十
年
史

は
開
学
五
十
周
年
を
迎
え
た
一
九
九
九
︵
平
成
一
一
︶
年
ま
で
の
動
向
を
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
参
照
す
る
資
料
も
直
近

に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
必
要
と
し
、
作
成
さ
れ
て
年
月
が
経
ち
、﹁
非
現
用
﹂
と
な
っ
た
資
料
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
筆
者
は
教
務
課
・
学
生
課
・
総
務
課
・
施
設
課
等
々
と
い
っ
た
部
署
の
事
務
室
や
倉
庫
を
回
っ
て
、
ど
の
部
署
に
ど
の
よ
う

な
事
務
文
書
や
資
料
が
あ
る
か
を
、
現
用
・
非
現
用
に
か
か
わ
ら
ず
―
そ
も
そ
も
現
用
・
非
現
用
の
区
別
さ
え
わ
か
ら
な
か
っ
た
―
確

認
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
倉
庫
や
書
棚
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
の
表
題
や
作
成
時
期
を
メ
モ
し
て
簡
単
な
リ
ス
ト
を
作
り
、
そ

の
リ
ス
ト
か
ら
執
筆
に
必
要
な
資
料
を
捜
し
な
が
ら
、
各
部
署
と
折
衝
し
て
閲
覧
・
借
用
な
ど
を
行
っ
た
。
そ
の
作
業
を
行
っ
て
、
学

内
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
態
に
ふ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、規
程
上
﹁
永
久
保
存
﹂

と
定
め
ら
れ
て
い
て
も
実
際
に
は
揃
っ
て
い
な
い
文
書
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
大
学
案
内
や
学
園
祭
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
、
編
纂
で

は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
印
刷
物
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
不
揃
い
の
状
態
で
あ
っ
た
。
重
要
会
議
資
料
で
あ
っ
て
も
、
保
存
環
境
が

悪
く
わ
ら
半
紙
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
劣
化
し
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
学
習
院
の
み
な
ら
ず
多
く
の
大
学
が
直
面
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

国
立
大
学
で
は
二
〇
〇
〇
︵
平
成
一
二
︶
年
に
京
都
大
学
文
書
館
が
発
足
す
る
な
ど
、
情
報
公
開
法
へ
の
対
応
を
契
機
と
し
て
行
政

文
書
︵
二
〇
〇
四
年
以
降
は
法
人
文
書
︶
の
管
理
が
整
備
さ
れ
、
非
現
用
文
書
の
移
管
先
と
し
て
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
生
ま
れ
始

め
て
い
た
。
他
方
で
私
立
大
学
は
情
報
公
開
法
に
従
っ
て
作
成
文
書
を
公
開
す
る
義
務
が
な
く
、
現
在
で
も
公
文
書
管
理
法
に
従
っ
て

文
書
管
理
を
実
施
す
る
対
象
で
は
な
い
。
し
か
し
倉
庫
を
回
っ
て
文
書
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
学
習
院
の
よ
う
な
組

織
で
も
文
書
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
︵
と
言
っ
て
し
ま
う
と
大
仰
だ
が
、
ま
ず
は
ど
こ
に
何
が
あ
る
か
を
明
確
に
し
、
各
文
書
フ
ァ
イ

ル
の
保
存
年
限
を
設
定
す
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
︶
と
、
非
現
用
文
書
︱
保
存
年
限
を
過
ぎ
て
業
務
上
で
は
現
課
で
保
管
す
る
必
要
の

な
く
な
っ
た
文
書
の
中
で
歴
史
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
︱
を
選
別
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
よ
う
な
別
組
織
で
保
存
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
年
史
編
纂
や
歴
史
研
究
の
み
な
ら
ず
業
務
の
効
率
化
や
広
報
戦
略
等
に
も
十
分
活
用
で
き
る
と
確
信
す
る
の
に
、
さ

ほ
ど
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
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大
学
五
十
年
史
編
纂
事
業
は
、図
録﹃
学
習
院
大
学
の
五
十
年
﹄︵
一
九
九
九
年
︶と﹃
学
習
院
大
学
五
十
年
史
﹄上
巻︵
二
〇
〇
〇
年
︶・

下
巻
︵
二
〇
〇
一
年
︶
を
刊
行
し
て
二
〇
〇
一
︵
平
成
一
三
︶
年
一
〇
月
に
終
了
し
た
。
筆
者
お
よ
び
編
纂
実
務
に
あ
た
っ
た
ス
タ
ッ

フ
の
任
期
も
終
了
し
て
同
年
度
に
学
習
院
を
退
職
し
、
収
集
・
整
理
し
た
史
資
料
や
作
成
し
た
デ
ー
タ
等
は
、
院
史
資
料
室
に
移
管
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
業
終
了
に
先
立
ち
、
大
学
五
十
年
史
で
収
集
・
整
理
さ
れ
た
資
料
と
院
史
資
料
室
所
蔵
資
料
と
を
保
管
・
活

用
し
、
あ
わ
せ
て
各
部
署
に
蓄
積
さ
れ
た
非
現
用
文
書
を
受
け
入
れ
選
別
・
保
存
を
行
う
﹁
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
立
ち
上
げ
る
提
案
が

行
わ
れ
、
新
組
織
を
検
討
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
答
申
を
法
人
宛
に
提
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
構
想
は
実
現
に
向
か
う
こ
と

な
く
、
大
学
五
十
年
史
編
纂
室
が
置
か
れ
て
い
た
大
学
史
料
館
も
、
編
纂
期
間
中
に
収
集
し
た
資
料
を
院
史
資
料
室
に
移
管
し
て
以

降
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
想
に
関
与
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
史
料
館
は
二
〇
〇
三
︵
平
成
一
五
︶
年
に
英
語
表
記
を
“Gakushuin 

U
niversity A

rchives

”か
ら
“Gakushuin U

niversity M
useum

 of H
istory

”に
変
更
し
、
博
物
館
と
し
て
の
性
格
を
前
面
に
打
ち
出
す
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
に
はA

rchives
と
い
う
用
語
に
組
織
の
文
書
を
保
存
・
公
開
す
る
機
関
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
定
着
し
て
い
た

た
め
誤
解
を
避
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
学
五
十
年
史
を
始
め
た
当
初
の
構
想
は
失
敗
に
終

わ
っ
た
の
で
あ
る
。

学
習
院
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
立
は
一
旦
頓
挫
し
た
。
院
史
資
料
室
は
そ
の
後
、二
〇
〇
四︵
平
成
一
六
︶年
と
二
〇
〇
七︵
平

成
一
九
︶
年
の
二
度
に
わ
た
り
校
舎
改
修
の
た
め
に
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
総
務
課
職
員
が
一
名
置
か
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
問
い

合
わ
せ
対
応
な
ど
の
業
務
へ
の
取
り
組
み
は
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
筆
者
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
学
習
院
大
学
非
常
勤
講
師
と

し
て
自
校
史
授
業
を
担
当
し
、
院
史
資
料
室
に
は
授
業
準
備
の
た
め
出
入
り
し
て
い
た
が
学
内
に
常
駐
し
て
お
ら
ず
、
同
室
の
活
性
化

も
し
く
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
立
に
向
け
て
の
行
動
は
何
ひ
と
つ
で
き
な
か
っ
た
。
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四　

学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
開
設

し
か
し
な
が
ら
大
学
教
員
の
一
部
は
、
そ
の
後
も
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
立
の
意
思
を
持
続
し
、
他
方
で
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
会

の
設
立
︵
二
〇
〇
四
年
︶
や
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
専
攻
の
開
設
︵
二
〇
〇
八
年
︶
を
実
現
さ
せ
て
い
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
学
習
院
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
﹁﹃
学
習
院
新
長
期
計
画
﹄
の
後
半
5
年
間
の
主
要
課
題
と
展
望
﹂
は
、
主
要

課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
﹁
学
習
院
の
歴
史
と
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
た
め
の
展
開
﹂
を
掲
げ
、
①
本
院
の
歴
史
に
関
す
る
教
職
員
・
学

生
生
徒
・
父
母
等
の
理
解
の
促
進
と
継
承
、
②
体
系
的
な
記
録
史
料
整
理
、
保
存
シ
ス
テ
ム
構
築
の
取
り
組
み
、
③
歴
史
的
施
設
の
保

存
活
用
と
全
院
的
な
体
制
作
り
の
検
討
、
と
い
っ
た
事
業
計
画
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
の
計
画
を
実
践
す
る
た
め
、
二
〇
〇
八
︵
平
成

二
〇
︶
年
に
﹁
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
立
準
備
委
員
会
作
業
部
会
﹂
が
発
足
し
、
学
校
法
人
学
習
院
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
機
関
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
く
、
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
七
学
校
と
事
務
組
織
か
ら
作
業
部
会
委
員
が
選
出
さ
れ
た
。
作
業
部

会
は
二
〇
〇
九
︵
平
成
二
一
︶
年
二
月
、﹁
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
︿
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹀
設
立
に
向
け
て
﹂
を
答
申
し
、
法
人

の
承
認
を
受
け
て
同
年
四
月
か
ら
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
が
設
置
さ
れ
、
筆
者
は
同
室
の
事
務
嘱
託
と
し
て
再
び
学
習
院
に
常

駐
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
一
︵
平
成
二
三
︶
年
四
月
か
ら
、
従
来
の
院
史
資
料
室
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
と
が
統
合

し
て
、
学
習
院
長
直
属
の
法
人
事
務
組
織
と
し
て
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
正
式
に
発
足
し︶

8
︵

、
筆
者
も
専
任
の
事
務
職
員
に
採
用
さ
れ

た
。
同
年
施
行
さ
れ
た
﹁
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
規
程
﹂
第
一
条
に
は
、﹁
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
本
院
の
経
営
、
教
育
・
研
究

活
動
及
び
こ
れ
ら
の
活
動
に
伴
う
事
務
処
理
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
収
受
さ
れ
る
史
資
料
の
う
ち
、
将
来
に
残
す
べ
き
価
値
の
あ
る
史

資
料
を
評
価
選
別
し
、
保
存
・
管
理
す
る
組
織
と
し
て
設
立
す
る
﹂
と
目
的
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
学
習
院
と
い
う
機
関
で
作
成
な
い

し
受
理
さ
れ
た
記
録
を
保
管
す
る
﹁
機
関
︵
組
織
︶
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
と
い
う
機
能
が
明
記
さ
れ
、
大
学
五
十
年
史
の
開
始
以
来
イ
メ
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ー
ジ
さ
れ
て
い
た
も
の
が
よ
う
や
く
具
体
化
の
緒
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
菅
真
城
は
、﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は｢

機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ｣

を
基
軸
と
し
つ
つ
も｢

収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ｣

の
機
能
も
有

す
る｢
ト
ー
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ｣

で
あ
る
必
要
が
あ
る
…｢

収
集｣

の
み
行
う
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
な

い︶
9
︵

﹂
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
﹁
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
と
は
、
卒
業
生
・
元
教
員
や
そ
の
遺
族
、
資
料
保
存
機
関
な
ど
、
個
人

か
ら
の
寄
贈
や
学
外
組
織
か
ら
の
収
集
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
る
資
料
を
受
け
入
れ
保
存
す
る
場
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
学
習
院
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
は
﹁
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
た
る
こ
と
を
規
程
に
う
た
い
な
が
ら
も
、﹁
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
の
機
能
も
色
濃
く
併
せ
持

っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
学
校
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
が
、
そ
の
構
成
員
の
思
い
入
れ
︵
簡
単
に
言
え
ば
学
校
に
対
す
る
愛
着
︶
を
受

け
止
め
、
そ
の
思
い
入
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
側
面
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
卒
業
生
や
元

教
職
員
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
資
料
の
寄
贈
や
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
資
料
の
閲
覧
利
用
が
行
わ

れ
る
。
最
近
寄
贈
さ
れ
た
資
料
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、昭
和
二
〇
年
代
の
大
学
学
生
証
や
音
楽
サ
ー
ク
ル
の
設
立
許
可
書
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
資
料
は
﹁
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
の
仕
組
み
の
中
で
収
集
で
き
る
可
能
性
は
低
い
。
ま
た
個
人
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
資
料
か

ら
は
、
寄
贈
者
が
学
習
院
と
い
う
学
校
で
送
っ
た
生
活
に
対
す
る
愛
着
を
強
く
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
国
や
自
治
体
・
企

業
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
異
な
る
、
学
校
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
な
ら
で
は
の
特
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　
﹁
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
へ
の
取
り
組
み

さ
て
﹁
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
構
築
へ
の
取
り
組
み
で
あ
る
が
、学
習
院
で
は
二
〇
一
三
︵
平
成
二
五
︶
年
か
ら
各
事
務
部
署
で
﹁
文

書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
﹂
の
作
成
を
開
始
し
た
。
簡
単
に
い
え
ば
各
部
署
で
作
成
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
目
録
化
し
て
、
ど
こ
に
置
か
れ
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て
い
る
か
及
び
保
存
年
限
な
ど
を
明
示
す
る
作
業
で
あ
り
、
い
わ
ば
大
学
五
十
年
史
の
際
に
行
っ
た
原
初
的
な
リ
ス
ト
作
り
を
、
形
式

等
を
整
え
全
事
務
組
織
に
適
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
ず
二
〇
一
二
年
度
中
に
作
成
・
使
用
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
一
覧
作
成
を
各

部
署
に
依
頼
し
、
二
〇
一
三
年
度
末
に
は
同
年
度
に
新
た
に
作
成
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
、
さ
ら
に
は
過
去
に
作
成
し
た
文
書
フ

ァ
イ
ル
も
各
部
署
で
漸
次
遡
及
入
力
を
行
っ
て
い
る
。
過
去
に
蓄
積
さ
れ
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
大
量
に
保
管
し
て
い
る
部
署
に
つ
い
て

は
、
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
ス
タ
ッ
フ
が
直
接
倉
庫
に
出
向
い
て
、
管
理
簿
の
作
成
を
代
行
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
作
業
は
、
将

来
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
移
管
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
予
備
調
査
を
兼
ね
た
も
の
と
い
え
る
。
二
〇
一
四
︵
平
成
二
六
︶

年
に
は
﹁
学
習
院
文
書
取
扱
規
程
﹂
が
改
正
さ
れ
、﹁
保
存
期
間
の
満
了
し
た
文
書
は
原
則
と
し
て
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
移
管
す
る
﹂

︵
第
一
六
条
︶
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
で
文
書
の
所
在
を
把
握
し
、
非
現
用
の
文
書
は
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

に
移
管
す
る
と
い
う
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
が
形
式
上
整
い
つ
つ
あ
る︶

10
︵

。

し
か
し
な
が
ら
根
本
的
な
課
題
が
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
各
部
署
か
ら
移
管
さ
れ
た
非
現
用
の
文
書

フ
ァ
イ
ル
を
受
入
れ
、
選
別
作
業
を
施
し
た
後
に
保
存
す
べ
き
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
歴
史
資
料
と
し
て
保
存
・
活
用
す
る
理
屈
で
あ
る
が
、

肝
心
の
非
現
用
と
な
っ
た
文
書
を
受
け
入
れ
る
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
の
獲
得
は
二
〇
〇
九
年

に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
が
活
動
を
開
始
し
て
以
来
の
懸
案
だ
が
、
ま
だ
事
態
は
動
い
て
い
な
い
。
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
提
案
自

体
が
、
現
実
を
動
か
し
て
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ペ
ー
ス
確
保
の
目
処
は
ま
だ
立
た
ず
、

従
っ
て
学
内
文
書
の
移
管
も
滞
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
各
部
署
か
ら
文
書
移
管
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
規
則
の
整
備
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
各
部
署
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
務
効
率
の
向
上
と
収

蔵
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
活
用
を
う
た
っ
て
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
作
成
を
各
部
署
に
負
担
さ
せ
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
文
書
移
管
の
仕

組
み
を
指
し
示
し
な
が
ら
実
際
の
移
管
が
滞
る
状
態
が
続
け
ば
、
そ
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
か
ね
ず
、
筆
者
は
現
状
に
強
い
危
機
感
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を
抱
い
て
い
る
。

ま
た
、
現
状
で
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
作
成
を
実
施
し
て
い
る
範
囲
は
、
法
人
や
各
学
校
の
事
務
組
織
＝
事
務
職
員
が
常
駐
す
る

部
署
で
あ
っ
て
、
教
員
の
み
で
構
成
さ
れ
る
組
織
︵
た
と
え
ば
大
学
の
学
部
・
学
科
研
究
室
な
ど
︶
は
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
事
務
文
書
の
作
成
・
管
理
に
教
員
が
あ
た
る
こ
と
は
当
た
り
前
で
、
と
く
に
大
学
の
規
模
の
小
さ
な
研
究
室
や
附
置
研
究
所
で

は
、
任
期
の
限
ら
れ
た
副
手
や
非
常
勤
ス
タ
ッ
フ
が
文
書
管
理
に
あ
た
る
ケ
ー
ス
が
大
半
で
あ
る
。
そ
の
た
め
適
切
な
文
書
の
管
理
や

引
継
ぎ
は
、
事
務
職
員
が
常
駐
す
る
部
署
よ
り
も
困
難
が
と
も
な
い
、
現
に
そ
う
し
た
研
究
室
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
相
談
も
し
ば

し
ば
行
わ
れ
る
。
各
学
校
教
員
組
織
の
自
主
性
・
自
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
法
人
部
署
で
あ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
ど
こ
ま
で
適
切
な

文
書
管
理
と
移
管
の
シ
ス
テ
ム
作
り
に
尽
力
で
き
る
か
が
、
今
後
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
業
務
で
肝
要
な
こ
と
は
、業
務
の
継
続
性
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
立
派
な
文
書
管
理
の
シ
ス
テ
ム
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

あ
る
い
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
長
続
き
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の

作
成
と
更
新
に
し
て
も
、
一
〇
年
以
上
継
続
し
て
各
部
署
の
教
職
員
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
習
慣
に
な
っ
て
こ
そ
、
そ
の
真
価
が
明
確

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

六　

各
学
校
で
の
年
史
編
纂
・
資
料
整
理
―
事
業
の
拡
が
り
と
深
ま
り
―

二
〇
〇
九
年
に
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
が
設
置
さ
れ
て
、
筆
者
が
事
実
上
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
業
務
を
開
始
し
て
か
ら
、
組
織

の
事
務
文
書
以
外
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
資
料
に
つ
い
て
も
業
務
の
範
囲
は
飛
躍
的
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
資
料
が

院
史
資
料
室
が
所
蔵
し
て
い
る
旧
制
学
習
院
時
代
の
資
料
か
、
も
し
く
は
大
学
・
法
人
の
文
書
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
幼
稚
園
か
ら
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女
子
大
学
ま
で
の
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
や
歴
史
資
料
も
扱
う
べ
き
対
象
と
な
っ
た
。
各
学
校
で
学
内
所
蔵
資
料
の
調
査
・
整

理
や
活
用
の
機
運
が
起
こ
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
徐
々
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
頭
を
切
っ
た
の

は
女
子
中
・
高
等
科
に
お
け
る
一
二
五
年
史
編
纂
で
あ
っ
た︶

11
︵

。

学
習
院
女
子
中
・
高
等
科
︵
通
称
女
子
部
︶
は
、
前
述
の
通
り
華
族
女
学
校
開
設
以
来
独
自
の
伝
統
を
も
つ
学
校
で
、
法
人
や
大

学
の
あ
る
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
と
は
離
れ
た
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
﹃
学
習
院
女
子
中
等
科 

女
子
高
等
科

一
二
五
年
史
﹄
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
こ
の
事
業
は
編
纂
と
共
に
、
学
内
外
に
残
さ
れ
て
い
る
女
子
部
関
係
資
料
の
調
査
・
収
集
・
整

理
を
柱
と
し
て
い
た
。
同
時
期
に
校
舎
の
大
規
模
な
改
築
が
進
行
し
て
い
た
た
め
、
大
量
の
非
現
用
文
書
や
教
育
教
材
等
が
出
て
く
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
一
二
五
年
史
の
編
纂
委
員
に
加
わ
り
、
委
員
の
教
員
と
と
も
に
資
料
の
調
査
・

整
理
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
と
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
の
執
筆
編
集
に
あ
た
っ
た
。
女
子
部
に
は
す
で
に
図
書
室
に
女
子
部
の
歴
史
を
示

す
資
料
を
保
管
す
る
書
庫
が
設
け
ら
れ
、
皇
室
か
ら
下
賜
さ
れ
た
記
念
品
、
卒
業
生
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
文
書
資
料
や
教
材
・
古
写
真
な

ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
蔵
し
て
い
た
が
、
筆
者
は
大
学
五
十
年
史
を
行
っ
て
い
た
時
期
に
そ
の
存
在
を
全
く
知

ら
な
か
っ
た
。
過
去
に
目
録
作
成
も
試
み
ら
れ
て
は
い
た
が
、
何
が
収
め
ら
れ
て
い
る
か
は
、
き
わ
め
て
わ
か
り
づ
ら
い
状
態
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
夏
、
校
舎
建
て
替
え
に
と
も
な
い
段
ボ
ー
ル
約
一
五
〇
箱
に
及
ぶ
非
現
用
の
文
書
フ
ァ
イ
ル
や
写
真
・
図
面
・

教
育
教
材
な
ど
を
解
体
直
前
の
校
舎
か
ら
運
び
出
し
、
新
た
に
用
意
し
た
女
子
部
史
料
室
︵
と
い
っ
て
も
小
さ
な
空
き
部
屋
だ
が
︶
に

移
管
し
た
。
図
書
室
に
保
管
さ
れ
て
き
た
資
料
と
、倉
庫
か
ら
運
び
込
ま
れ
た
非
現
用
文
書
や
写
真
を
整
理
し
、そ
の
中
か
ら
﹃
一
二
五

年
史
﹄
の
叙
述
や
写
真
掲
載
に
使
え
る
材
料
を
探
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
作
業
経
験
が
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
立
の
土
台

と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
女
子
部
の
教
職
員
の
中
に
も
、
資
料
を
残
し
活
用
し
な
が
ら
将
来
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
意

義
と
有
用
性
に
対
す
る
理
解
が
少
し
ず
つ
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
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﹃
学
習
院
女
子
中
等
科 

女
子
高
等
科
一
二
五
年
史
﹄
は
、

二
〇
一
一
年
三
月
に
行
わ
れ
た
女
子
部
創
立
一
二
五
周
年
記
念
式

典
出
席
者
を
は
じ
め
、
女
子
部
の
在
校
生
、
女
子
部
卒
業
生
の
同

窓
会
で
あ
る
常
磐
会
会
員
、
学
習
院
教
職
員
や
学
校
関
係
者
等
に

配
布
さ
れ
た
。
毎
年
の
女
子
部
新
入
生
に
配
布
さ
れ
て
学
校
を
知

る
た
め
の
教
材
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
に
は
改
訂
増

刷
が
行
わ
れ
た
。
女
子
部
の
生
徒
が
社
会
科
授
業
の
一
貫
で
学
習

院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
見
学
す
る
機
会
︻
写
真
②
︼
が
設
け
ら
れ
、

原
物
の
資
料
を
前
に
し
て
目
を
輝
か
せ
る
生
徒
の
姿
に
筆
者
も
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
ま
た
﹃
一
二
五
年
史
﹄
の
刊
行

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
元
教
職
員
や
常
磐
会
会
員
か
ら
の
資
料
の

寄
贈
・
情
報
提
供
も
増
え
て
い
る
。
息
の
長
い
利
用
を
さ
れ
る
年

史
を
作
る
た
め
に
は
、
基
礎
作
業
と
し
て
の
資
料
の
調
査
・
整
理

が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
女
子
部
で
の
経
験
を
通
じ
て
改
め
て
実
感

し
た
。

女
子
部
に
続
い
て
学
習
院
幼
稚
園
で
も
記
念
誌
編
纂
の
企
画
が

立
ち
上
が
り
、
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
協
力
が
求
め
ら
れ
た
。

編
纂
作
業
に
先
立
ち
、
幼
稚
園
で
四
〇
年
余
り
に
わ
た
り
行
事
等

写真② 学習院アーカイブズでの女子部授業（2014年11月）
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の
撮
影
に
あ
た
っ
て
い
た
カ
メ
ラ
マ
ン
か
ら
段
ボ
ー
ル
二
〇
箱
以
上
に
及
ぶ
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
が
寄
贈
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
学
習
院
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
に
運
び
込
ま
れ
た
。
幼
稚
園
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
そ
れ
ら
の
ネ
ガ
の
整
理
と
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
、
デ
ジ
タ
ル
化

の
済
ん
だ
膨
大
な
写
真
群
の
な
か
か
ら
記
念
誌
に
掲
載
す
る
写
真
を
選
ぶ
作
業
が
行
わ
れ
た
。
学
習
院
幼
稚
園
は
一
九
六
三
︵
昭
和

三
八
︶
年
の
開
園
だ
が
、
そ
の
前
に
一
八
九
四
︵
明
治
二
七
︶
年
に
華
族
女
学
校
幼
稚
園
が
設
立
さ
れ
、
一
九
四
四
︵
昭
和
一
九
︶
年

に
戦
争
に
よ
っ
て
休
止
さ
れ
る
ま
で
の
五
〇
年
の
前
史
が
あ
る
。
そ
の
た
め
学
習
院
で
は
一
九
六
三
年
の
開
園
を
﹁
再
開
園
﹂
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
筆
者
は
前
史
部
分
の
資
料
収
集
や
執
筆
を
担
当
し
、
残
存
す
る
資
料
が
少
な
く
苦
心
し
た
が
、
そ
の
前
に
整
理
し
た
女

子
部
所
蔵
資
料
の
中
に
幼
稚
園
関
係
の
写
真
や
文
書
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、何
と
か
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
た︶

12
︵

。
二
〇
一
三
年
五
月
、

学
習
院
幼
稚
園
再
開
園
50
周
年
記
念
式
典
が
挙
行
さ
れ
、﹃
が
く
し
ゅ
う
い
ん
よ
う
ち
え
ん 

再
開
園
50
周
年
記
念
誌
﹄
も
関
係
者
や
園

児
父
母
に
配
布
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
各
校
の
記
念
誌
編
纂
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
古
く
誤
っ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

京
都
大
学
大
学
文
書
館
の
西
山
伸
は
﹁
沿
革
史
編
纂
組
織
は
歴
史
編
纂
・
研
究
の
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
学
文
書
館
は
一
義
的

に
史
料
の
管
理
・
公
開
を
行
っ
て
い
く
組
織
な
の
で
あ
る︶

13
︵

﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
学
習
院
の
よ
う
な
小
組
織
の
場
合
、
編
纂
の
企
画
が

立
ち
上
が
る
と
最
早
そ
の
よ
う
な
区
別
は
つ
け
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
率
直
な
実
感
で
あ
る
。﹁
記
念
誌
編
纂
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
へ
﹂
と
い
う
書
き
方
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
決
し
て
﹁
記
念
誌
編
纂
﹂
の
段
階
か
ら
﹁
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
の
段
階
に
進
化
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
編
纂
を
終
え
て
編
纂
室
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
学
内
で
編
纂
の
ニ
ー

ズ
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
明
治
前
期
に
創
立
さ
れ
た
大
学
が
創
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
、
一
九
七
〇
年
代

か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
百
年
史
編
纂
以
来
の
、大
規
模
な
編
纂
事
業
が
始
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

大
学
史
編
纂
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
そ
の
本
質
が
異
な
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
大
学
史
編
纂
の
役
に
立
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た
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
存
在
意
義
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に　

―
﹁
人
に
優
し
い
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
め
ざ
し
て
―

こ
れ
ま
で
大
学
史
編
纂
か
ら
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
業
務
に
あ
た
っ
て
常
々
感
じ
て
き
た
の
は
、
学
校
の
歴
史
や
資
料
に
対
す
る

問
い
合
わ
せ
の
多
さ
で
あ
る
。
現
在
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
概
要
を
紹
介
す
る
の
み
の
単
純
な
も
の
で
、
目
録
を

公
開
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
、
設
立
以
来
毎
年
二
〇
〇
件
を
超
え
る
学
内
外
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
る
。
今
の
と

こ
ろ
資
料
の
閲
覧
を
申
し
込
む
に
は
、
事
前
に
電
話
・FA

X

・
メ
ー
ル
な
ど
で
連
絡
す
る
か
直
接
来
室
す
る
し
か
な
い
の
で
、
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
件
数
が
多
く
な
る
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
習
院
の
歴
史
や
資
料
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
高
さ
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
目
録
の
整
備
を
進
め
そ
れ
を
利
用
し
や
す
い
形
で
公
開
す
る
こ
と
や
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
充
実
さ
せ
て
所
蔵

資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
便
利
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
対
一
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
の
重
要
性
は
変
わ
ら

な
い
は
ず
で
、
ひ
い
て
は
学
習
院
全
体
の
広
報
戦
略
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る︶

14
︵

。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
を
こ
な
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
も
学
習
院
の
歴
史
や
資
料
に
関
す
る
多
く
の
知
見
を
得
て
き
た
。
そ
の
知
見
を
資
料
を
通
じ
た
様
々
な
活
動
に

還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
内
の
各
部
署
間
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
と
卒
業
生
及
び
地
域
社
会
、
あ
る
い
は
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

国
立
公
文
書
館
元
館
長
の
菊
池
光
興
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
学
習
院
で
行
っ
た
講
演
の
な
か
で
、
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
対
す

る
要
望
の
ひ
と
つ
と
し
て
、﹁
教
育
と
い
う
、
人
間
に
関
わ
る
組
織
と
人
々
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
生
き
て

い
る
人
に
、
生
き
て
い
る
証
を
示
す
。﹃
い
の
ち
﹄
と
付
き
合
い
﹃
に
ん
げ
ん
﹄
に
寄
り
添
う
優
し
い
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
な
る
こ
と
を
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心
か
ら
期
待
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
た︶

15
︵

。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
は
お
世
辞
に
も
充
実
し
た
内

容
と
は
い
え
ず
、
多
く
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
が
、﹁
人
に
優
し
い
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂
を
め
ざ
す
姿
勢
は
続
け
て
い
き

た
い
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

永
井
英
治
﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
共
性
と
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
多
様
性
﹂﹃
ア
ル
ケ
イ
ア
﹄
八
号　

二
〇
一
四
年
。
大
学
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
を
論
じ
た
近
年
の
主
な
著
作
と
し
て
、
菅
真
城
﹃
大
学
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
の
世
界
﹄︵
二
〇
一
三
年　

大
阪
大
学
出
版
会
︶、
平
井
孝
典
﹃
公

文
書
管
理
と
情
報
ア
ク
セ
ス
―
国
立
大
学
法
人
小
樽
商
科
大
学
の
﹁
緑

丘
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
﹂―
﹄︵
二
〇
一
三
年　

世
界
思
想
社
︶な
ど
が
あ
る
。

私
立
大
学
で
の
実
践
に
基
づ
く
も
の
で
は
、
鈴
木
秀
幸
﹃
大
学
史
お
よ

び
大
学
史
活
動
の
研
究
﹄︵
二
〇
一
〇
年　

日
本
経
済
評
論
社
︶
が
あ

る
。﹃
学
校
法
人
東
海
大
学 

学
園
史
資
料
セ
ン
タ
ー
10
年
の
あ
ゆ
み
﹄

︵
二
〇
一
四
年
︶
は
、
私
立
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
ど
の
よ
う
に
成

立
し
、
業
務
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
詳
細
に
記
録
し
自
己
評
価
を
行

っ
た
例
で
あ
る
。筆
者
が
本
稿
を
考
え
る
際
に
も
大
い
に
参
考
と
し
た
。

︵
2
︶　

も
ち
ろ
ん
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
実
務
担
当
者
が
教
員
身
分
で
あ
る
私
立

大
学
も
あ
る
し
、
身
分
が
職
員
で
あ
っ
て
も
歴
史
研
究
や
史
資
料
の
取

扱
い
な
ど
に
専
門
性
を
有
す
る
職
員
も
い
る
。

︵
3
︶　

児
玉
は
学
習
院
創
立
八
十
五
周
年
︵
一
九
六
三
年
︶
の
記
念
事
業
の

際
に
も
学
習
院
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
を
つ
と
め
、﹃
学
習
院
の
歩
み
﹄

︵
一
九
六
三
年
︶
の
執
筆
編
集
に
あ
た
っ
た
。

︵
4
︶　

保
坂
裕
興
﹁
学
習
院
大
学
史
料
館　

歴
史
資
料
を
あ
つ
か
う
研
究
施

設
の
役
割
﹂﹃
大
学
時
報
﹄
一
一
一
号　

一
九
九
四
年
九
月
。

︵
5
︶　

菅
前
掲
書
所
収
﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
社
会
的
使
命
﹂。

︵
6
︶　

寺
﨑
昌
男﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
断
想
―
大
学
史
料
の
価
値
と
公
開
﹂

岩
波
講
座
﹃
日
本
歴
史
﹄
月
報
一
一　

二
〇
一
四
年
。

︵
7
︶　

筆
者
の
年
齢
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
ー
ド
目
録
に
は
パ
ソ
コ

ン
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
な
い
使
い
勝
手
の
良
さ
が
あ
り
、

カ
ー
ド
上
の
情
報
の
大
半
は
パ
ソ
コ
ン
入
力
を
済
ま
せ
て
あ
る
が
、
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
の
際
に
は
カ
ー
ド
を
め
く
り
な
が
ら
対
応
す
る
こ
と

の
方
が
多
い
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
多
く
の
図
書
館
で
検
索
シ
ス
テ

ム
の
導
入
に
伴
い
従
来
の
図
書
カ
ー
ド
の
廃
棄
が
進
め
ら
れ
た
。
筆
者

に
は
カ
ー
ド
目
録
の
利
便
性
を
顧
み
な
い
暴
挙
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︵
8
︶　

そ
の
意
味
で
は
大
学
史
編
纂
終
了
後
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
立
失
敗
の

後
で
も
、
院
史
資
料
室
と
い
う
資
料
保
管
場
所
が
存
在
し
担
当
者
が
お

か
れ
て
い
た
こ
と
は
大
き
い
。
そ
れ
は
﹁
編
纂
の
後
始
末
﹂
的
な
消
極

的
な
置
か
れ
方
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
存
続
し
て
い
た
だ
け
学
習
院
の
場
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合
は
ま
だ
幸
運
だ
っ
た
と
い
え
る
。

︵
9
︶　

な
お
﹁
永
久
保
存
﹂
と
さ
れ
て
い
る
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
も
、

各
部
署
と
相
談
の
う
え
で
必
要
に
応
じ
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
引
き
取
る

こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
永
久
保
存
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
日
常
業
務
で

は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
る
機
会
の
な
い
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
倉
庫
の
中

で
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
占
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
移

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
各
部
署
の
収
納
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
利
用
に
大
き

く
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
永
久
保
存
文

書
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
富
田
健
司
﹁
地
方
公
文
書
館
に
お
け
る

複
合
館
の
展
開
―
芳
賀
町
総
合
情
報
館
を
事
例
と
し
て
﹂︵﹃
記
録
と
史

料
﹄
二
一
号　

二
〇
一
一
年
三
月
︶
参
照
。

︵
10
︶　

菅
前
掲
書
所
収
﹁
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
社
会
的
使
命
﹂。

︵
11
︶　

詳
細
は
延
智
子
︵
女
子
中
・
高
等
科
教
諭
︶
に
よ
る
﹁
女
子
中
・
高

等
科
史
料
室
の
現
状
と
課
題
﹂﹃
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ニ
ュ
ー
ズ
レ

タ
ー
﹄
五
号
︵
二
〇
一
五
年
二
月
︶
参
照
。

︵
12
︶　

拙
稿
﹁
幼
稚
園
一
〇
〇
年
の
史
資
料
―
﹃
が
く
し
ゅ
う
い
ん
よ
う
ち

え
ん 

再
開
園
50
周
年
記
念
誌
﹄
の
刊
行
に
よ
せ
て
―
﹂﹃
学
習
院
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
﹄
二
号　

二
〇
一
三
年
二
月
。

︵
13
︶　

西
山
伸
﹁
大
学
文
書
館
と
は
何
か
―
沿
革
史
と
の
関
係
か
ら
考
え
る

―
﹂﹃
小
樽
商
科
大
学
史
紀
要
﹄
二　

二
〇
〇
八
年
。

︵
14
︶　

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
の
重
要
性
は
筆

者
も
常
々
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
持
つ
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
二
〇
〇
二
年
度
全
国
研

究
会
に
お
い
て
慶
應
義
塾
福
澤
諭
吉
セ
ン
タ
ー
の
東
田
正
義
が
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
を
提
起
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

の
進
展
は
管
見
の
限
り
不
明
で
あ
る
。﹃
大
学
資
料
を
め
ぐ
る
現
状
と

課
題　

二
〇
〇
二
年
度
全
国
研
究
会
報
告　

於
北
海
道
大
学
﹄︵
全
国

大
学
史
資
料
協
議
会
研
究
叢
書
４　

二
〇
〇
三
年
︶
参
照
。

︵
15
︶　

菊
池
光
興
﹁
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
期
待
―
役
割
と
課
題
―
﹂

﹃
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
﹄
一
号　

二
〇
一
二
年
九

月
。
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Editing of University History and University Archives 
in the Private School: My Experience in Gakushuin

KUWAO Kotaro

Abstract

　This article is my experience engaged in the work of editing University History 

and managing University Archives. I was an editor of the fifty years history of 

Gakushuin University, and then became a staff of the Gakushuin School Corporation.

　In my experience of compilation of University History, I regarded the business 

of University Archives as an important body and pursuing the organization of 

Gakushuin Archives. It is often to say compilation of University History is different 

from management of University Archives. However I don’t realize the necessity to 

discriminate them.

　Gakushuin Archives established in 2011 embodies a function of “Institutional 

Archives”, and manage the duties of filing the volumes of documents which 

contains business sections of university. On the other hand, it embodies a function 

of “Collective archives” which contains many materials from some grads and 

privates. It is a typical character of “Collective archives” of private school which 

gave opportunity to feel the holder’s sentimentalism of memories on their university 

times.

　Gakushuin Archives has two hundred enquiries per year about history or historical 

materials of Gakushuin. We, the staff of the Gakushuin Archives, listen for such 

enquiries and seek for the idea of kindness to person through the researcher to access 

to our archives.


