
〈総
会
記
念
行
事
の
記
録
〉

共
同
研
究

「
『横
浜
市
史
稿
』
を
読
む
―
都
市
史
研
究
と
横
浜
―
」

二
〇
〇
〇
年

一
月
三
〇
日
、
第

一
六
回
京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
総
会
終
了
後
、

記
念
行
事
と
し
て
共
同
研
究

「
『横
浜
市
史
稿
』
を
読
む
―
都
市
史
研
究
と
横

浜
―
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
同
会
の
定
例
学
習
会
で
あ
る
県
史
を
学
ぶ
会
―

大
正

。
昭
和
編
―
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
催
さ
れ
た
特
設
研
究
会
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。

県
史
を
学
ぶ
会
―
大
正

。
昭
和
編
―
で
は
、
現
在
、
関
東
大
震
災
時
の
資
料

を
読
み
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
、
横
浜
の
都
市
形
成
が

進
む
な
か
で
、
関
東
大
震
災
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
震
災
復
興
の
持

っ
た
意
味

が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
震
災
復
興
過
程
の
解
明
を
通
し
て
近

代
都
市
横
浜
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
読
み
進
め
て
き
た

『神
奈
川
県
史
」
で
は
、
概
し
て
横
浜
の
周
辺

部
、
及
び
他
地
域
の
資
料
が
中
心
的
に
扱
わ
れ
、
都
市
横
浜
を
直
接
的
に
扱

っ

た
資
料
が
無
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
県
史
発
行
に
先
立
ち
、
先

進
的
な

『横
浜
市
史
』
が
存
在
し
た
こ
と
、
近
代
神
奈
川
県
の
な
か
に
お
い
て

さ
え
も
、
横
浜
は
、
あ
ま
り
に
特
殊
な
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
大
正
期
～
昭
和
初
期
の
横
浜
市

を
考
え
る
た
め
に
は
、
『県
史
』
以
外
の
史
料
を
扱
い
、
震
災
以
前

（あ
る
い

は
震
災
前
後
）
の
横
浜
の
都
市
と
し
て
の
概
況
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ

っ

た
。
（な
お
既
に
研
究
会
に
お
い
て

「横
浜
市
史
』
は
取
り
扱

っ
て
い
る
。
）

そ
れ
と
と
も
に
我
々
は
、
横
浜
市
行
政
を
考
え
は
じ
め
て
、
都
市
分
析
の
難

し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
都
市
史
研
究
は
、
多
角
的
に
進
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
取
り
組
み
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
充
分
な
分
析
視
角
を
得
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

近
代
都
市
行
政
を
理
解
す
る
た
め
の
、
我
々
な
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
段
を
考

え
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。

植

山

　

　

淳

今
回
取
り
上
げ
た

『横
浜
市
史
稿
』
は
、
昭
和
初
年
に
刊
行
さ
れ
た
横
浜
市

史
の
古
典
で
あ
り
、
も
は
や
研
究
書
と
い
う
よ
り
も
、
資
料
的
な
も
の
、
あ
る

い
は
素
材
を
整
理
す
る
た
め
の
書
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
は

い
え

『横
浜
市
史
稿
』
は
大
部
な
も
の
で
あ
り
、
全
部
を
読
む
こ
と
は
到
底
不

可
能
で
あ
る
。
今
回
は
、
特
に
都
市
の

「イ
ン
フ
ラ
整
備
」
と
い
っ
た
視
点
か

ら
、
第
九
章

「運
輸
交
通
」
（担
当
―
伊
東
富
昭
氏
）
、
第

一
ｏ
章

「保
健
衛
生
」

（担
当
―
青
山
永
久
氏
）
、
第

一
二
章

「
社
会
事
業
」
（担
当
―
大
湖
賢

一
氏
）

を
読
み
、
そ
れ
に
松
田
隆
行
、
香
川
雄

一
両
氏
が
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
形
で
、

都
市
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
。

研
究
会
の
議
論
は
、
多
岐
に
わ
た
り
、
紙
数
の
問
題
か
ら
も
そ
の
ま
ま
掲
載

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
筆
者
な
り
に

ま
と
め
て
記
し
た
い
。

ま
ず
第
九
章

「運
輸
交
通
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
大
都
市
分
析
の
難

し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
地
方
都
市
な
ら
ば
、
大
都
市
と
の

ア
ク
セ
ス
の
問
題
と
し
て

一
本
の
鉄
道
敷
設
、　
一
本
の
道
路
建
設
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
地
域
形
成
や
地
域
産
業
を
理
解
す
る
大
き
な
鍵
と
な
ろ
う
。
し
か
し

横
浜
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
横
浜
の
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の

急
速
且
つ
重
層
的
な
鉄
道
敷
設
は
、
単
純
な
東
一尽
―
横
浜
の
ア
ク
セ
ス
論
だ
け

で
は
全
く
解
明
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
私
営
の
鉄
道
に
は
、　
一
本

一
本
そ
れ

ぞ
れ
事
業
と
し
て
成
立
す
る
に
た
る
だ
け
の
営
業
基
盤
と
、
そ
れ
に
付
随
し
た

意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
物
や
乗
客
の
分
析
な
く
し
て
は
、

鉄
道
敷
設
の
意
味
は
理
解
で
き
ま
い
。
許
認
可
権
を
め
ぐ
る
問
題
も
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
公
営
事
業
の
市
営
鉄
道
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
財
政
の
問
題

と
し
て
受
益
者
負
担
に
基
づ
く
市
税
軽
減
化
の
ね
ら
い
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
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る
。
こ
の
こ
と
も
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

第

一
ｏ
章

「保
健
衛
生
」
で
は
、
明
治
二
三
年
に
改
正
伝
染
病
予
防
心
得
が

出
さ
れ
、
そ
の
際
、
は
じ
め
て
市
内
各
所
に
衛
生
組
合
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う

記
述
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
果
た
し
て
横
浜
市
の
コ
レ
ラ
対
策
な
ど
へ
の

対
応
の
遅
れ
を
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
議
論
と
な

っ
た
。
そ
も
そ
も
明
治

一
三
年
に
伝
染
病
予
防
規
則
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後

一
〇
年
間
、
横

浜
市
は
何
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
横
浜
と
い
う
、
外
国
と

の
接
触

・
交
流
の
極
め
て
多
い
土
地
に
お
い
て
、
伝
染
病
対
策
が
他
地
域
と
比

べ
て
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
衛
生
組
合

こ
そ
無
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
の
形
で
の
対
応
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
屎
尿
処
分
や
塵
芥
処
分
な
ど
に
関
し
て
、
後
背
農
村
の
少
な
い
横
浜

で
は
、
東
京
以
上
に
早
い
段
階
か
ら
、
処
分
の
為
に
お
金
を
出
す
と
い
っ
た
都

市
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
た
。

第

一
二
章

「社
会
事
業
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
大
正
八
年
以
降
、
職
業
紹
介
所
、

市
営
住
宅
、
宿
泊
施
設
、
公
設
浴
場
な
ど
様
々
な
新
し
い
施
設
が
建
設
ざ
れ
る

が
、
そ
の
分
布
は
、
概
し
て
関
内
の
平
地
か
ら
離
れ
た
台
地
の
上
に
広
が
っ
て

お
り
、
そ
の
分
布
を
地
図
に
落
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
市
行
政
当
局
の

考
え
方
も
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
、
こ

れ
は
第

一
ｏ
章

「保
健
衛
生
」
の
所
で
出
さ
れ
た
問
題
だ
が
、
火
葬
場
の
分
布

を
見
て
み
る
と
、
さ
ら
に
奥
の
、
ち
ょ
う
ど
明
治
四
四
年
の
市
域
拡
張
に
よ
っ

て
市
域
に
取
り
込
ま
れ
た
、
当
時
の
横
浜
市
の
辺
境
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
点
在

し
て
お
り
、
こ
れ
は
関
内
の
平
地
か
ら
見
渡
せ
る
丘
陵
部
の
反
対
側
に
あ
た
る

と
こ
ろ
と
な
る
。
当
時
に
お
い
て
も
、
都
市

「景
観
」
と
い
う
側
面
も
考
慮
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
出
さ
れ
た
。
「景
観
」
は
、
地
図
の

上
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
。
地
形
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
も
本
会
が
当
初
か
ら
重
要
視
し
て
き
た
、
「歩
く
」
重
要
性
に
も
つ
な
が
る

話
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
今
後
我
々
が
都
市
史
に
切
り
込
む
際
に
考
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
い
く
つ
か
発
見
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
大
都
市
の
決
定
的
な
ま
で
の
複
雑
さ
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例

え
ば
鉄
道
敷
設
に
関
し
て
、
網
の
目
の
よ
う
に
敷
設
さ
れ
て
い
く
鉄
道
に
つ
い

て
、
地
域
に
お
け
る
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、　
一
本

一
本
の
鉄
道
を
そ
れ
ぞ

れ
別
個
に
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
大
都
市
内
部
の
各
地
域
性
は
理
解
で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
本
研
究
会
で
そ
れ
を
こ
な
し
て
い
く
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ

る
。
あ
た
り
ま
え
の
話
だ
が
、
大
都
市
全
体
を
総
体
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
視
点
を
絞

っ
て
考
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
あ
ら

た
め
て
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
上
で
、
二
つ
目
に
、
そ
の
視
点
の

一
つ
と
し
て
、
都
市
周
辺
部
を
考
え

る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
上
記
の
よ
う
に
、
都
市
化
の

″矛
盾
〃
の

発
露
と
も
い
う
べ
き
、
様
々
な
諸
施
設
は
、
多
く
都
市
周
辺
部
に
作
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
都
市
周
辺
部
に
こ
そ
、
都
市
化
の
問
題
点
が
、
集
約

的
に
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
都
市
へ
移
住
し
て
き
た
新
住
民
と
、

そ
れ
ま
で
の
生
活
を
乱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
旧
住
民
と
の
相
克
が
見
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
研
究
会
が
追
い
続
け
て

き
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
。
す
な
わ
ち

一
〇
年
以
上
前
、
本
会
創
立
の
頃
の

「歴
史
学
」
は
、
国
家
と
民
衆
の
対
立

。
対
抗
関
係
、
あ
る
い
は
国
家
に
よ
る

民
衆
統
合
と
い
っ
た
、
民
衆
と
国
家
と
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
我
々
は
、
史
料
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
と
国
家
の

関
係
と
比
較
し
て
も
民
衆
同
士
の
相
克
が
如
何
に
根
の
深
い
問
題
で
あ

っ
た
か

を
見
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
地
域
史
の
本
質
が
あ
る
べ
き
だ
と
さ
え
考

え
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
都
市
分
析
に
お
い
て
も
、
都
市
化
に
よ
る
民
衆
同
士

の
相
克
を
ビ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
旧
住
民
と
新
住
民
と
の
関
係
と
い
う
視
点
に
戻
れ
ば
、
我
々
は
、
そ
も

そ
も
本
会
創
立
当
初
か
ら

「
地
域
の
歴
史
的
断
層
構
造
」
（内
田
修
道

「我
々

の
地
域
史
研
究
の
課
題
」
年
報
第

一
号
、
一
九
八
七
年
）
と
い
う
仮
説
を
立
て
、

分
析
を
進
め
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
横
浜
な
ど
大
都
市
の
都
市
化
に
お
い
て

は
、
明
治
以
降
、
何
度
か
、
地
域
に
民
衆
が
大
規
模
に
流
入
し
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
大
き
な
断
層
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
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あ
る
。
「地
域
史
」
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
た
と
き
、
こ
れ
は

「地
域
史
」
の

主
体
が
変
わ
る
と
い
う
、
″地
域
の
崩
壊
″
と
で
も
い
う
べ
き
大
問
題
で
あ
る
。

人
口
増
減
の
グ
ラ
フ
を
見
る
限
り
、
こ
の
断
層
構
造
は
、
昭
和
初
期
ま
で
は
、

関
東
大
震
災
前
後
に
お
い
て
も
、
日
に
見
え
る
形
で
は
浮
か
び
上
が
っ
て
は
こ

な
い
が
、
数
年
に
顕
れ
な
い
質
的
な
断
層
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
も
う

一
度
こ
れ
ま
で
の
学
習
会
を
見
直
し
て
見
る
必
要
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
、
「横
浜
市
史
稿
』
の
書
誌
学
的
検
討
を
あ
ら
た
め
て
行

っ
て
お
く

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。　
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
歴
史
学
の
発
展
は
、
史
料
が

正
し
い
も
の

（偽
文
書
で
は
な
い
か
）
か
ど
う
か
、　
一
次
史
料
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
だ
け
が
、
絶
対
的
な
価
値
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
生
み
だ
し
た
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
偽
文
書
を
使

っ
て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
偽
文
書
が
生
み
出

さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
違

っ
た
側
面
か
ら
歴
史
の
実
像
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
ま
た
編
纂
史
料
を

使

っ
て
も
、
そ
の
編
纂
の
意
図

・
編
纂
の
過
程
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

『横
浜
市
史
稿
』

も
史
料
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
反
面
、
当
然
、
そ
の
扱
い
に
は
充

分
な
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
『横
浜
市
史
稿
」
に
限
ら
ず
、
こ
の
研
究
会
で

は
、
ど
う
し
て
も

『神
奈
川
県
史
」
を
は
じ
め
と
す
る

「編
纂
史
料
」
を
使
わ

ぎ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
た
。

（二
〇
ｏ
ｏ
年
二
月
四
日
記

。
二
〇
ｏ

一
年

一
ｏ
月
改
稿
）

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

〈
論

文
〉

自
由
民
権
期
の
山
田
泰
造

―
高
等
法
院
に
お
け
る
花
香
恭
次
郎
の
弁
護
活
動
ま
で
―
　
新
井
揆
博

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

臨
時
震
災
救
護
事
務
局
神
奈
川
県
支
部
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
伊
東
富
昭

〈
資
料
〉

学
習
活
動

一
覧

（
一
九
九
三
年
十

一
月
～

一
九
九
八
年
十
月
）

『京
浜
歴
科
研
年
報
」
第

一
三
号

（
一
九
九
九
年

一
月
二
四
日
発
行
）

明
治
六
年
政
変
後
の
政
体
取
調

奥
田
晴
樹

-36-


