
Ｂ
　
県
下
市
町
村
史
編
纂
の
特
徴
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
内
　
田
　
修
　
道

Ｈ
　
総
動
員
体
制
下
の
市
町
村
史
編
纂
の
理
念

戦
後
の
市
町
村
史
編
纂
の
理
念

・
目
的
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
意
味

で
、　
一
九
二
八

・
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
川
崎
市
史

』
の
場
合
を
考
え
て
み

た
い
。
当
時
の
市
長
芝
辻

一
郎
は
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
産
業
編
の

「
序
」
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
川
崎
市
は
、
最
近
橘
樹
郡
の
町
村
を
合
併
し
て

所
謂
大
川
崎
市
の
形
態
を
具
現
し
、
こ
れ
を
以
て

一
劃
期
と
し
て
邁
進
す
べ
き

機
会
に
到
達
し
た
。
…
…
惟
ふ
に
今
日
の
盛
大
と
殷
賑
と
を
致
し
た
の
は
、
も

と
よ
り
現
在
市
民
の
努
力
と
発
奮
と
に
由
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
又

翻

っ
て
、
郷
土
に
於
け
る
多
く
の
先
人
が
、
常
に
川
崎
の
自
然
的
成
因
、
及
び

文
化
的
特
質
を
把
握
し
、
精
魂
を
傾
け
て
刻
苦
し
た
る
其
の
遺
図

・
遺
業
の
賜

に
拠
る
こ
と
を
も
亦
深
く
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
…
…
…
此
の
過
去
よ
り

現
在
に
到
る
ま
で
、　
一
貫
し
て
人
の
追
憶
を
招
き
起
し
、
且
つ
将
来
に
対
し
て

一
種
の
群
り
を
加

へ
つ
ゝ
果
敢
の
気
象
、
進
取
の
精
神
を
培
ふ
も
の
は
郷
土
の

歴
史
で
あ
る
。
斯
く
し
て
養
は
れ
た
る
郷
土
愛
こ
そ
は
集
積
し
て
摯
烈
な
る
国

家
愛
を
形
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
　
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
第

一
に

市
史
編
纂
事
業
が

「
郷
土
」
＝
川
崎
市
の

「
発
展
」
を
支
え
る
担
手
の
歴
史
的

形
成
と
い
う
視
点
で

一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
そ
う
し
た
郷
上
の

発
展
に
尽
く
し
た
人
々
の
歴
史
が
将
来
に
わ
た
る
郷
土
愛
を

つ
く
り
だ
し
、
そ

れ
が

「
摯
烈
な
国
家
愛
」

へ
と
連
な

っ
て
行
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま

さ
に
、
国
家
総
動
員
体
制
下
の
郷
土
史
の
担
わ
さ
れ
た
役
割
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
地
域
形
成

（
そ
の
担
手
）
と
国
家
と

の
関
係
の

一
貫
性
は
、
戦
後
の
市
町
村
史
編
纂
に
は
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
は

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

日
　
戦
後
の
市
町
村
史
編
纂
　
―

一
九
六
〇
年
代
―

戦
後
の
市
町
村
史
編
纂
事
業
の
第

一
の
ピ
ー
ク
は

一
九
六
〇
年
前
後
で
あ
る
。

そ
の
な
か
か
ら
、

『
横
浜
市
史

』

（第

一
巻

一
九
五
八
年
刊
）
と

『
鎌
倉
市
史

総
説
編

』

（
一
九
五
九
年
刊
）
、
そ
し
て
『
相
模
原
市
史

』

（第

一
刊

一
九
六

四
年
刊
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
横
浜
市
史

』
第

一
巻
に
は
、
行
政
当
局
が
何
故
市
史
を
刊
行
す
る
の
か
と

い
う
説
明
が
―
通
例
は
市
長
の
序
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
が
―
な
く
、
あ
と
が

き
で
常
任
編
集
委
員
で
あ
る
石
井
孝
氏
が
編
集
方
針
を
の
べ
て
い
る
。
そ
こ
で

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
現
代
歴
史
学
の
水
準
」
で
あ
り
、

「
日
本
史
全

体
と
の
有
機
的
連
関
」
で
あ

っ
た
。
こ
こ
か
ら
戦
前
郷
土
史
に
特
徴
的
な
独
善

的
な
お
国
自
慢
史

へ
の
強
い
反
発
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
地
域
の
特

質
が
全
体
史
の
中
に
埋
没
し
が
ち
で
あ

っ
た
。

『
鎌
倉
市
史
　
総
説
編

』
は
そ

の
序
で
編
纂
委
員
長
亀
井
高
孝
氏
が
都
市
論
的
視
角
を
も

っ
て
そ
の
地
域
的
特

質
を
過
去
か
ら
現
在
ま
で
特
徴
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
市
史
で
特
徴
的
な
こ
と
は
学
問
的
水
準
強
調
が
さ
れ
な
が
ら
、
そ

れ
を
担
う
の
は
専
門
の
学
者
で
あ
り
、
市
民
は
全
く
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
そ
の

視
角
か
ら
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
市
史
編
纂
が
中
央
の
学
者
の
請
負
と

な

っ
て
お
り
、
市
民
が
介
在
す
る
余
地
が
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
相
模
原
市
史

』
は
市
民
と
の
関
係
を
明
確
に
意
識
化
し
、
実
践
し
た
稀
有

の
市
史
で
あ

っ
た
。
発
刊
に
至
る
経
過
と
特
徴
を

「
『
相
模
原
市
史

』
編
集
の

経
過
」

（最
終
巻
第
七
巻
所
載
、　
一
九
六
四
年
刊
。
市
史
編
纂
事
業
の
全
面
的

に
総
括
し
、
将
来

へ
の
展
望
を
出
し
て
い
る
点
で
も
他
市
町
村
史
に
例
を
見
な

い
じ
に
よ

っ
て
み
て
み
よ
う
。
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相
模
原
郷
土
懇
話
会

（
一
九
五
四
年

一
二
月
結
成
）
が
市
史
刊
行
の
準
備
組

織
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
。
こ
の
会
は
、
市
史
刊
行
を
実
現
す
べ
く
、

そ
の
活
動
と
し
て

（
イ
）
研
究
会

・
講
演
会

・
資
料
展
示
会

（
口
）
資
料
調
査

お
よ
び
現
地
踏
査

（
ハ
）
文
献
整
理

・
復
刊
保
存

（
二
）
機
関
誌
の
発
行
な
ど

を
方
針
に
か
か
げ
て
い
る
。
こ
の
懇
話
会
の
活
動
と
運
動
し
な
が
ら
相
模
原
市

教
育
研
究
所
が
市
内
小
中
学
校
生
徒
の
副
読
本
「
私
た
ち
の
郷
土
さ
が
み
は
ら
」

（
一
九
五
八
年
四
月
刊
）
を
作
成
し
た
。

今
で
は
市
町
村
史
編
纂
の
定
型
と
化
し
て
い
る
資
料
採
訪

・
目
録
作
成
に
し

て
も
、
市
役
所
各
分
室
ご
と
に
古
老

・
有
志
を
組
織
し
、
資
料
収
集
の
協
力
要

請

・
市
史
編
集
協
力
委
員
の
委
嘱
を
す
る
手
続
が
取
ら
れ
、
資
料
が
市
民
の
文

化
財
と
し
て
の
意
義
の
普
及
が
図
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
資
料
目
録
が
作
ら

れ
て
い
る
。
機
関
誌

『
郷
土
相
模
原

』

（
一
九
五
七
年
創
刊
）
を
見
る
と
そ
の

内
容
は
単
に
歴
史
関
係
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
な
い
。
短
歌

・
俳
句
な
ど
地

域
の
文
化
活
動
の
総
合
誌
と
言

っ
て
よ
い
内
容
を
持

っ
て
い
る
。
歴
史
は
文
化

活
動
の

一
つ
な
の
で
あ
り
、
教
育

・
文
化
が
地
域
の
連
帯
と
発
展
の
中
に
明
確

な
位
置
を
持

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
盤
の
上
に
市
史
編
纂
委
員
会
が
つ
く
ら

れ
た
の
で
あ
る
。　
一
方
で
下
か
ら
の
地
域
連
帯
の
中
心
を
な
す
文
化
運
動
に
支

え
ら
れ
、
他
方
で
調
査

・
研
究
に
お
け
る
学
問
的
水
準
の
維
持
と
に
基
づ
い
て

市
史
編
纂
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
県
下
市
町
村
史
編
纂
の
中
で
他
の
追
随
を

許
さ
な
い
『
相
模
原
市
史

』
の
特
質
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
相
模
原
市
史

』
は
そ

の
総
括
で
将
来
に
わ
た

っ
て
資
料
の
収
集

・
保
存
に
つ
い
て
確
り
と
展
望
し
て

お
り
、
そ
の
成
果
は
市
の
図
書
館
内
に
古
文
書
室
の
設
置
と
し
て
結
実
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
座
間
美
都
治
氏
と

い
う
地
域
に
定
着
し
た
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
は
確
か
に
重
要
な
条
件
だ
が

そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
地
域
形
成
の
特
質
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

国
　
戦
後
の
市
町
村
史
編
纂
　
―

一
九
七
〇
年
代

一
九
六
八
年
の
政
府
主
催
の
明
治
百
年
祭
は
戦
後
市
町
村
史
の
編
纂
の
第
二

ピ
ー
ク
の
出
発
点
と
な

っ
た
。
県
下
で
は
七
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
八
〇
年
代
の

冒
頭
に
か
け
て
が
ピ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
資
料
保
存
運

動
で

一
躍
県
下
の
中
心
と
な

っ
た
藤
沢
市
の
場
合
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
市
史

第

一
巻
の
あ
と
が
き
に
市
制
三
〇
周
年
を
記
念
す
る
事
業
と
い
う
の
み
で
、
市

史
編
纂
の
目
的
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
高
野
修

「
市
町
村
史
の
編
纂
の
動
向

―
藤
沢
市
史
編
集
室
の
場
合
―
」

（
『
神
奈
川
県
史
研
究

』
第
四
〇
号
）
に
市

史
の
基
本
構
想

・
編
纂
方
針
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
市
史
編
纂
の
必
要
性
と
し

て
①
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
文
化
の
総
決
算
的
記
録
の
編
集
、
未
来

へ
の
発

展
の
基
礎
資
料
の
提
供
②
市
民
の
郷
土
愛

・
市
民
意
識
の
高
揚
③
市
民
の
郷
土

探
求
心
の
高
揚
④
資
料
保
存
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
編
纂
方
針

と
し
て
①
歴
史
学
研
究
の
成
果
の
吸
収
に
よ
る
文
化

・
学
芸
の
振
興
②
各
分
野

の
資
料
の
収
集
に
よ
る
総
合
史
の
作
成
③
問
題
史
的
把
握
と
歴
史
批
判
に
よ
る

将
来
の
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
と
過
去
と
未
来
を
結
ぶ

「
文
化
的
架
け
橋
」
的

役
割
の
実
現
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
立
派
な
基
本

構
想
が
何
故
第

一
巻
の
巻
頭
に
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
ま
ず

市
民
が
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
高
野
氏
は
基
本
方
針
の

「
市
史
編
纂

協
力
組
織
の
組
織
化
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
官
制
の
協
力
組
織
の
実
現
は
不

可
能
で
あ

っ
た
と
し
、
市
民
の
自
主
的
な
意
志
に
よ
ら
ね
ば
こ
の
よ
う
な
組
織

化
は
無
意
味
だ
と
力
説
し
て
い
る
。
藤
沢
の
場
合
高
野
氏
他
有
志
の
結
成
し
た

市
史
研
究
会
が
そ
の
担
手
と
な
り
、
こ
う
し
た
自
主
的
組
織
が
市
史
編
纂
事
務

局
に
引
き
継
が
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
市
史
研
究
会
が
い
か
な
る
地
域
の
課

題
と
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
明
確
に
な
ら
な
い
と
単
に

歴
史
好
き
の
集
ま
り
と
な
り
、
現
在
に
お
け
る
市
民
の
課
題
と
は
結
び
つ
か
な

い
こ
と
に
な
る
。
市
史
の
資
料
展
と
講
演
会
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
講
演
題
目
が

「
古
文
書
採
訪
余
談
」

「
大
庭
御
厨
と
そ
の
周
辺
」

「
東
海
道

と
宿
場
」
な
ど
で
あ
る
。
現
代
の
市
民
た
ち
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
何
処
で
結

び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
趣
味
と
い
っ
た
あ
ん
ば
い
で
あ
る
。
資
料
保
存
の

場
合
で
も
行
政
当
局
に
対
す
る
中
央
の
著
名
な
学
者
の
申
し
入
れ
が
保
存
運
動

の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
藤
沢
的
特
色
が
出
て
い
る
よ
う
だ
。
こ

の
藤
沢
市
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
の
結
成
総
会
、
そ
こ

で
の
古
島
敏
夫
氏
の
講
演
を
あ
ら
た
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。

■
日
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