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地
方
史
研
究
協
議
会
は

第
七
四
回
大
会
を
二
〇
二
四
年
一
〇
月
一
九
日

土

・
二
〇
日

日

の
二
日
間

兵
庫
県
神
戸
市
に
あ
る
甲
南
大

1 

学
岡
本
キ

ン
パ
ス
で
開
催
す
る

本
会
常
任
委
員
会
お
よ
び
地
元
の
研
究
者
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
大
会
実
行
委
員
会
は

大
会
の
共
通
論
題
を

2 

五
国
の
多
様
性
と
交
流―

兵
庫
地
域
史
研
究
の
新
た
な
試
み―

と
決
定
し
た

本
大
会
は

兵
庫
県
で
開
催
す
る
初
め
て
の
大
会
と
な
る

 
3 

本
大
会
で
対
象
と
す
る
兵
庫
は

歴
史
的
に
は
慶
応
四
年

一
八
六
八

五
月
二
三
日
に
誕
生
し
た
兵
庫
県
を
起
点
と
す
る

初
代
知
事
伊
藤
博

4 

文
の
名
と
と
も
に
知
ら
れ
る
が

長
崎
や
神
奈
川
・
新
潟
・
箱
館
・
大
阪
と
並
ん
で

開
港
場
が
起
点
と
な

て
成
立
し
た
府
県
の
一
つ
で
あ
る

5 

こ
れ
は
第
一
次
兵
庫
県
と
称
さ
れ
る
が

そ
の
後
に
合
併
を
重
ね

明
治
九
年

一
八
七
六

に

ほ
ぼ
現
在
の
県
域
と
し
て
定
着
す
る

 
6 

現
在

四
一
の
市
・
町
か
ら
な
る
県
域
を
旧
国
で
み
る
と

摂
津

一
部

・
播
磨
・
但
馬
・
丹
波

一
部

・
淡
路
と
い
う
五
国
に
ま
た
が

7 

て
い
る

こ
れ
ら
五
国
は

都
に
近
接
し
た
地
域
と
し
て
の
特
性
を
持
つ
と
と
も
に

都
と
西
日
本
を
結
ぶ
位
置
に
あ
る

巨
視
的
に
み
る
と

日

8 

本
海
側
か
ら
瀬
戸
内
の
淡
路
ま
で

本
州
を
南
北
に
つ
な
い
で
い
る

ま
た
帯
の
よ
う
に
本
州
に
収
ま
り

東
西
の
交
通
路
は
日
本
海
・
瀬
戸
内
の

9 

海
路
も
山
陰
・
山
陽
の
陸
路
も
兵
庫
県
域
を
通
過
す
る

こ
う
し
た
複
層
的
な
交
流
は

地
域
の
多
様
性
を
育
み

今
日
の
兵
庫
県
の
大
き
な
特
徴

10 

と
な

て
い
る

五
国
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
所
以
で
あ
る

 
11 

こ
の
発
想
は

一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
か
か
わ

て
広
が
り

定
着
す
る
に
至

て
い
る

甚
大
な
被
害
へ

12 

の
支
援
と
復
興
へ
の
歩
み
を
被
災
地
域
だ
け
で
な
く

兵
庫
県
域
全
体
で
進
め
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら

ひ

う
ご
五
国

が
強
調
さ
れ
た
の
で

13 

あ
る

震
災
報
道
を
使
命
と
し
た
地
元
紙
・
神
戸
新
聞
に
も

ひ

う
ご
五
国

に
関
し
て
い
く
つ
か
の
長
期
連
載
が
あ

た

さ
ら
に
歴
史
研

14 

究
に
関
係
す
る
分
野
で
は

神
戸
大
学
が
先
頭
に
な

て
歴
史
資
料
ネ

ト
ワ

ク
の
動
き
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る

そ
の
結
果

被
災

15 

地
の
復
興
と
並
ん
で

県
域
全
体
を
見
渡
し
た
歴
史
資
料
の
保
全
活
動
が
展
開
し

県
内
各
地
の
地
域
史
研
究
に
新
生
面
を
開
い
て
い
る

問
題

16 

は

そ
れ
ら
の
動
き
が

兵
庫
の
地
域
史
研
究
と
し
て
総
合
さ
れ
る
方
向
性
を
持
ち
え
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る

新
し
い
試
み
が
求
め
ら
れ
る

 
17 

五
国
と
い
う
場
を
設
け
た
時

東
西
・
南
北
の
交
通
・
交
流
の
様
態
や
諸
地
域
の
特
色
は

歴
史
的
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か

18 

諸
地
域
の
特
色
と
全
体
的
な
交
通
・
交
流
の
ネ

ト
ワ

ク
と
は

ど
の
よ
う
に
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か

前
提
と
な
る
事
柄
を
時

19 

代
順
に
概
観
し
て
み
よ
う

 
20 

五
国
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
代
律
令
国
家
が
設
け
た
国
制
に
由
来
し
て
お
り

そ
の
規
定
性
は
畿
内
近
国
と
い
う
地
域
の
特
性
と
と
も
に
中
世
・

21 

近
世
へ
と
続
く

律
令
国
家
が
整
備
し
た
山
陽
道
な
ど
の
官
道
と

大
阪
湾
を
含
め
た
瀬
戸
内
海
の
港
津
と
海
運
と
い
う
東
西
の
交
通
体
系
も

五

22 

国
の
歴
史
的
展
開
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た

ま
た
中
国
山
地
に
は
比
較
的
越
え
や
す
い
峠
が
あ
る
こ
と

内
陸
部
に
位
置
す
る
国
・
郡
が
河
川
交

23 

通
で
海
岸
部
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は

五
国
の
地
域
を
南
北
に
繋
ぐ
う
え
で
決
定
的
に
重
要
で
あ

た

そ
こ
で
考
古
学
・
文
献
史
学
の
連
携
に

24 

よ
り

こ
の
地
域
の
交
通
・
交
流
が
律
令
国
家
以
前
の
地
域
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら

律
令
体
制
・
荘
園
制
な
ど
の
政
治
体

25 

制
で
区
切
る
の
で
は
な
く

古
代
・
中
世
を
通
じ
た
地
域
の
特
色
と
交
通
・
交
流
を
考
え
る

 
26 

つ
ぎ
に
近
世
で
あ
る
が

五
国
は
織
田
政
権
の
版
図
と
な
り

豊
臣
政
権
期
に
は
蔵
入
地
や
豊
臣
系
大
名
が
配
置
さ
れ

太
閤
検
地
に
よ
り
土
地

27 

支
配
・
領
主
支
配
の
均
質
化
が
進
ん
だ

徳
川
政
権
成
立
以
降

初
期
に
播
磨
一
国
の
大
名
領
国
支
配
が
あ
る
も
の
の

大
坂
の
陣

以
降

分
28 

割
支
配
が
進
み

幕
府
に
よ
る
広
域
支
配
下
の
摂
津
・
播
磨
・
丹
波
の
み
な
ら
ず

五
国
全
体
が
幕
府
領
・
大
名
飛
地
領
・
中
小
大
名
領
・
旗
本
領

29 

が
錯
綜
す
る

非
領
国

的
な
地
域
と
な

た

そ
の
結
果

個
別
領
主
支
配
の
枠
組
み
に
よ
る
中
・
小
城
下
町
や
陣
屋
町
を
拠
点
と
す
る
領
域
的

30 

纏
ま
り
が
形
成
さ
れ

一
つ
の
特
徴
と
な

た

そ
の
一
方

酒
造
・
綿
業
・
銀
山
・
た
た
ら
製
鉄
な
ど
の
経
済
活
動
に
お
い
て
は
領
域
間
の
交
流

31 

が
盛
ん
で
あ
り

近
世
中
後
期
に
は
京
都
・
大
坂
ば
か
り
か
江
戸
と
繋
が
り

そ
れ
は
各
地
に
旺
盛
な
文
化
活
動
を
促
す
こ
と
と
な

た

こ
れ
ら

32 

地
域
的
特
質
を
踏
ま
え
た
上
で
の
再
検
討
が
望
ま
れ
る

 
33 

維
新
後
全
国
的
な
府
県
創
設
の
中

政
府
は
五
国
を
再
編
し
広
大
で
多
様
性
に
富
む
兵
庫
県
を
設
置
し
た

開
港
場
と
さ
れ
た
神
戸
を
中
心
に

34 

欧
米
・
ロ
シ
ア
・
中
国
・
朝
鮮
等
と
国
際
的
な
経
済
や
文
化
の
交
流
が
始
ま

た

四
方
の
要
所
を
結
ぶ
鉄
道
・
港
湾
等
の
整
備
が
全
国
的
な
視
野

35 

の
下
に
進
み

人
と
物

文
化
の
交
流
が
活
発
化
し
た

酒
造
等
伝
統
産
業
が
生
き
残
り

マ

チ
・
紡
績
・
造
船
・
製
鉄
等
近
代
工
業
の
勃
興

36 

都
市
へ
の
人
口
集
中
が
進
ん
だ

神
戸
・
阪
神
間
で
は
大
正
期
に
は
全
国
的
に
も
注
目
を
受
け
る
労
働
争
議
や
貧
民
救
済
問
題
が
出
現
し

第
二
次

37 

世
界
大
戦
末
期
に
は
米
軍
に
よ
る
戦
略
爆
撃
で
産
業
と
人
口
の
集
中
し
た
都
市
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
た

一
方

但
馬
は

鳥
取
と
並
ん
で
山
陰

38 

を
構
成
す
る
一
地
域
と
な

て
い
く

戦
後
は
戦
災
復
興
に
続
い
て

市
町
村
合
併
や
播
磨
地
域
の
工
業
化
等

発
展
が
め
ざ
さ
れ
た
が

阪
神
・

39 

淡
路
大
震
災
後
は

地
域
的
な
多
様
性
に
注
目
し

都
市
・
農
漁
村
等
の
あ
る
べ
き
姿
が
考
え
直
さ
れ
て
い
る

 
40 

全
時
代
を
通
じ
て
見
い
だ
せ
る
兵
庫
の
地
域
史
の
特
徴
は

五
国
に
ま
た
が
る
領
域
の
広
さ
に
あ
る

そ
れ
は
県
内
地
域
の
多
様
性
を
生
み
出
し

41 

て
お
り

そ
の
多
様
性
は
戦
後

県
内
各
地
に
郷
土
史
研
究
会
を
生
ん
だ

一
方

自
治
体
史
の
編
纂
や
公
立
・
私
立
の
博
物
館
・
美
術
館
・
資
料

42 

館
の
設
立
が
進
め
ら
れ
た

し
か
し

近
年
の
少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
な
ど
に
よ
り

こ
れ
ま
で
の
成
果
を
集
約
す
る
機
会
は
急
を
要
す
る

こ
う

43 

し
た
地
域
史
の
成
果
を
元
に

多
様
性
と
交
流
に
着
目
し
て

地
域
史
研
究
の
視
点
か
ら
兵
庫
を
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
の
は

時
宜
を
得
た
試
み

44 

と
理
解
す
る

 
45 

各
地
か
ら
多
く
の
参
加
者
を
得
て

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い

 
46 


