
地

方

史

研

究

の

足

跡

を

た

ど

る

は
じ
め
に

地
方
研
究
協
議
会
を
中
心
と
し
た
戦
後
の
地
方
史
研
究
の
足
跡
を
あ
と
づ
け

て
、
そ
の
現
状
と
課
題
を
検
討
し
た
上
で
、
現
在
、
市
川
で
市
民
と
と
も
に
す

す
め
て
い
る
市
川
の
歴
史
を
学
ぶ
活
動
を
紹
介
し
、
地
方
史
の
研
究
と
運
動
の

今
後
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
戦
後
の
地
方
史
研
究
の
足
跡
を
た
ど
る

一
　

「
あ
し
き
郷
土
史
」
か
ら

「
地
方
史
」

へ
―

一
九
二
〇
～
六
九
年

一
九
五
〇
年

一
一
月
に
地
方
史
研
究
協
議
会
が
創
立
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の

「
地
方
史
」
は
戦
前
以
来
の

「
あ
し
き
郷
土
史
」
か
ら
の
脱
皮
を
目
指
す
も
の

だ

っ
た
。
同
会
は
規
約
で

「
日
本
史
研
究
の
基
礎
た
る
地
方
史
研
究
を
推
進
す

る
」
と
宣
言
し
て
い
る
。

一
九
五
二
年
二
月
に
石
母
田
正

『
歴
史
と
民
族
の
発
見
』
が
刊
行
さ
れ
、
民

族
の
文
化
と
歴
史
を
ア
メ
リ
カ
の
支
配
か
ら
守
ろ
う
と
い
う
掛
け
声
の
も
と
、

国
民
的
歴
史
学
運
動
が
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
と
、
機
関
誌

『
地
方
史
研
究
』

に
も
、

「
郷
上
の
現
実
を
は
な
れ
て
は
、
民
族
の
子
ど
も
を
そ
だ
て
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
郷
土
を
歴
史
的
に
つ
か
ん
だ
教
育
が
今
日
ほ
ど
た
い
せ
つ
な
と

き
は
な
い
」

（桑
原
正
雄
）
と
い
っ
た
発
言
も
登
場
し
て
く
る
。

し
か
し
、
実
際
の
地
方
史
研
究
は
、
宮
川
満
が
指
摘
し
た
よ
う
に

「
玉
石
混

清
、
種
々
雑
多
」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
今
日
に
至
る
ま
で
の
地
方
史
研
究
の
特

性
と
な
る
。
と
は
い
え
、

「
国
史
改
造
の
基
本
と
し
て
の
地
方
史
研
究
」
を
す

す
め
よ
う
と
い
う
石
田
文
四
郎
の
発
言
に
見
ら
れ
る
鮮
明
な
問
題
意
識
で
は
共

通
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、　
一
九
六
九
年
四
月
に
は
機
関
誌
の
編
集
後
記
が

「
な
か
ば

マ
ン

ネ
リ
化
し
た
と
も
い
え
る
本
会
の
状
態
」
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥

っ

優

て
し
ま
う
。

に

　

マ
ン
ネ
リ

「
地
方
史
」
脱
皮

へ
の
模
策
―

一
九
六
九
～
七
七
年

『
地
方
史
研
究
』

は

一
九
六
九
年
八
月
に

一
〇
〇
号
を
迎
え
る
が
、

こ
の
頃

か
ら
従
来

の

「
地
方
史
」
を

マ
ン
ネ
リ
状
態
か
ら
脱
皮
さ
せ
よ
う
と
す
る
模
索

が
始
ま
る
。

そ
の
中

で
、

「
縁
の
下

の
力
持
ち
ば
か
り
が
地
方
史
研
究
で
も
あ
る
ま

い
」

と
い
う
落
合
重
信

の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
史
研
究
の
基
礎
と
し
て

の
地
方
史
研
究
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
の
発
想
に
疑
間
を
呈
す
る
向
き
が
生
ま
れ

て
く
る
。

ま
た
、
木
村
礎
は
、

『
信
濃
』

を
中
心
と
し
た
地
方
史
研
究

の
経
験
に
関
連

し
て
、
も

っ
ば
ら
文
献
史
料
に
頼

っ
て
き
た
従
来

の
地
方
史
研
究

の
あ
り
方

に

反
省
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
。　
一
方
、
籠
瀬
良
明
は
、
戦
後
急
増

し
た
県
史
　
市
町
村
史
に
、
地
方
史
研
究
と
地
理
学
の
協
力
の
事
例
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
俗
学
と
の
交
流
も
模
索
さ
れ

て
い
る
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
、

『
地
方
史
研
究
』

は

一
九
七
七
年

一
二
月
に

一
五
〇
号
を
迎
え
、
戦
後
の
地
方
史
の
研
究
と
運
動
に
つ
い
て

一
定
の
総
括
が

な
さ
れ
、
模
索
か
ら
実
践

へ
の
展
開
が
課
題
と
な

っ
て
く
る
。

⊂
　
ニ
ュ
ー
郷
土
史
の
提
唱
―

一
九
七
七
～
八
六
年

戦
後
、
確
か
に
自
治
体
史
は
増
大
す
る
が
、
地
名
だ
け
変
え
た
中
世
史
、
史

料
の
現
地
採
訪
を
せ
ず
中
央
史
料
だ
け
で
ま
と
め
た
近
代
史
と
い
っ
た
金
太
郎

飴
式
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
本
村
礎
は
、

「
郷
土
史
の
よ
さ
」
の
見
直
し

士
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を
提
唱
す
る
。
木
村

は
、
地
方
史
研
究
、
広
く
は
歴
史
学
に

一
般

の
人
々
の
関

心
を
向
け
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
と
い
う
問
題
意
識
の
Ｆ

に
、

「
市

町
村
史

の
段
階
で
は
思

い
切

っ
て
地
元
だ
け
に
顔
を
向
け
た
よ
う
な
も

の
を
や

っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
発
言
し
、
実
際
、

『市
川
市
史
』
で
実
践
し
て
い

Ｚ
つ

。

他
方
、
斎
藤
博
は
、
市
民
運
動
と
し
て
の
自
治
体
史
づ
く
り
を
提
唱
し
、
外

か
ら
専
門
家
を
招
い
て
謂
け
負
わ
せ
る
方
式
に
つ
い
て
、
行
政
と
専
門
家
の
双

方
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
堅
田
精
司
は
、

「
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
研
究
者
に
人

民
は
見
え
る
か
」
と
ま
で
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
市
民
運
動
型
の
自
治
体
史

づ
く
り
の
お
膝
元
で
、
有
名
講
師
を
招
い
て
市
民
講
座
を
開
い
て
い
る
の
は
、

矛
盾
し
て
は
い
な
い
か
。

こ
の
点
で
、
綿
貫
啓

一
の
次
の
よ
う
な
発
言
は
注
目
に
値
す
る
。
外
部
の
専

門
家
に
委
託
す
る
方
式
の
場
合
、
事
務
局
が
史
料
を
集
め
、
専
門
家
が
ま
と
め

る
と
い
う
の
が

一
般
的
だ
が
、
専
門
家
は
ど
う
し
て
も
中
央
学
界
の
動
向
を
意

識
し
て
作
業
を
す
す
め
る
傾
向
に
な
り
、
地
元
固
有
の
閃
心
や
問
題
が
浮
き
彫

り
に
な

っ
て
こ
な
い
。
地
元
の
郷
土
史
家
が
や
る
場
合
は
、
史
料
の
操
作
に
不

安
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
元
の
歴
史
認
識
の
実
際
は
、
地
元
の
大
学
を
出
た
小

学
校
の
教
員
が

「
千
葉
に
古
墳
が
あ
る
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
り
す
る
よ
う
に
、

郷
土
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
勉
強
す
る
ゆ
と
り
も
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
れ

を
な
ん
と
か
す
る
の
が
先
決
だ
と
す
れ
ば
、

「
郷
Ｌ
史
の
よ
さ
」
は
見
直
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四
　
新
し
い
地
方
史

―
二

九
八
六
年
～

一
九
八
六
年
四
月
に

『
地
方
史
研
究
』
は
二
〇
〇
号
を
迎
え
、　
一
〇
月
に
は

第
二
五
回
江
東
大
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
地
方
史
論
議
の
蓄
積
を
ふ
ま

え
て
、
新
し
い
地
方
史
の
課
題
が
、
①
文
書
以
外
の
史
料
の
活
用
方
法
の
開
発
、

②
自
治
体
史
編
纂
事
業
の
総
括
、
③
史
料
の
保
存

・
利
用
運
動
の
推
進
、
④
地

方
史
研
究
と
歴
史
教
育
の
連
携
の
回
復

・
強
化
、
⑤
地
方
史
研
究
者
の
研
究
条

件
の
整
備

・
充
実
、
③
地
方
史
研
究
と
地
域
社
会
の
よ
り
よ
き
関
係
の
探
求
、

の
６
本
の
柱
に
お
お
よ
そ
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

以
後
、
地
方
史
研
究
協
議
会
の
活
動
は
こ
の
線
に
そ

っ
て
す
す
め
ら
れ
、　
一

定
の
成
果
を
あ
げ
、
会
員
数
も
順
調
な
増
加
を
み
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
規
約

に
あ
る

「
日
本
史
研
究
の
基
礎
で
あ
る
地
方
史
研
究
」
と
い
う
規
定
の
見
直
し

の
気
運
が
高
ま

っ
て
お
り
、
今
後
、
地
方
史
論
議
の
新
た
な
展
開
が
期
待
さ
れ

る̈
。二

、
市
民
と
と
も
に
市
川
の
歴
史
を
学
ぶ

市
民
の
地
方
史
研
究
な
い
し
歴
史
学
に
対
す
る
要
求
が
、
先
の
綿
貫
発
言
に

見
ら
れ
る
状
態
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
元
に
密
着
し
た

地
方
史
の
運
動
は
、
た
め
ら
い
を
振
り
捨
て
て
、
勇
気
を
持

っ
て
啓
蒙
と
し
て

す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
。
市
川
で
は
、
ベ
テ
ラ
ン
と
初
心
者
向
け
の
二
つ
の
古

文
書
講
座
や
、

『
市
川
市
史
』

の
通
史
編
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た

「
市
史
を
音
読

す
る
会
」
を
催
し
て
い
る
。
後
者
は
、　
一
方
通
行
の
講
義
式
の
講
座
の
限
界
を

感
じ
て
、
京
浜
歴
科
研
の

「
『
神
奈
川
県
史
』
を
読
む
会
」
を
参
考
に
し
て
始

め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
参
加
す
る
市
民
の
熱
心
さ
は
な
に
に
山
来

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、

「
生
き
て
い
る
こ
と
の
あ

か
し
」
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

（奥
田
晴
樹
）
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