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県
史
協
の
代
表
者
会
に

出
席
し
て

森

　

紀
子

今
年
度

の
県
史
協

の
代
表
者
会
が
八
月

八
日
、
九
日
の
両
日
、
神
辺
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
は
神
辺
郷
土
史
研
究
会
が
ホ

ス
ト
役
と
な
り
、
菅
波
会
長
以
下
、
企
画

運
営
に
奮
闘
さ
れ
ま
し
た
。
備
探

の
会
も

協
力
す
る
べ
き
立
場
で
し
た
が
、
古
墳
講

座
と
重
複
し
た
為
ほ
と
ん
ど
協
力
出
来
ず
、

福
山
地
区

の
他
歴
史
団
体

に
お
世
話

に
な

り
ま
し
た
。
特

に
福
山
城
博
物
館
友

の
会

は
全
面
的
に
神
辺
郷
土
史
研
究
会
を
バ

ッ

ク
ア
ッ
プ
し
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
県

史
協
に

つ
い
て
は
当
会
員

の
殆
ど
が
、
存

在
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
県
内

に
お
け
る

歴
史
団
体
相
互
が
情
報
を
交
換
し
た
り
、

地
方
文
化

の
向
上

に
寄
与
す
る
事
を
目
的

と
し
て
八
年
前
に
発
足
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
第

一
日
目
は
神
辺
町

の
史
跡
め

ぐ
り
で
、
廉
塾
、
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、

菅
茶
山
墓
所
、
神
辺
本
陣
、
大
坊
古
墳
、

中
谷
廃
寺
跡
を
見
学
し
ま
し
た
。
案
内
役

は
以
前
当
会
員
だ

っ
た
資
料
館

の
佐
藤

一

夫
氏
で
す
。
流
暢
で
分

か
り
や
す

い
説
明

は
い
つ
も

の
事

な
が
ら
、
安
心
し
て
聴
く

事
が
出
来
ま
し
た
。

二
日
目
は
午
前
九
時
四
十
分
よ
り
商
工

文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
行
事

に
続
き
、
神

辺
町
教
育
委
員
会

の
平
林
巧
氏
が

「
神
辺

町

に
お
け
る
文
化
財
保
護

の
成
果
と
課
題

」

で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

神
辺
町
は
今
な
お
、
町
内

の
ど
こ
か
で

埋
蔵
文
化
財

の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
原
始
、
古
代

の
遺
物

と
遺
跡
が
分
離
さ
れ
、
地
域
住
民

の
為
に

活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
す
。
そ

の
た
め
神
辺
郷
土
史
研
究
会
は
数
年
前
よ

り
、
備
後
国
分
寺
跡
、
迫
山
古
墳
群
、
小

山
池
廃
寺
跡
等
を
中
心
と
し
た

「
史
跡
公

園
構
想

」
を
打
ち
出
し
、
文
化
財
を

一
部

の
人
達
だ
け
の
も

の
と
せ
ず
、
住
民
全
体

が
共
有
す
る
べ
き
も

の
と
の
コ
ン
セ
プ
ト

の
も
と
に
行
政
側
に
働
き
か
け
を
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
現
在
各
地
域
で

「
文
化
財
保

護
運
動
と
町
づ
く
り

」
を
ど
う
結
び

つ
け

る
か
が
懸
案
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
今
回

県
史
協
が
神
辺
で
開
催
さ
れ
る
に
当
り
、

こ
の
点
を
討
議

の
テ
ー

マ
と
し
て
伏
線
が

お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
平
林

氏
に
こ
の
テ
ー

マ
に
添

っ
て
講
演
を
依
頼

し
、
平
林
氏
が
行
政
側

の
立
場

の
人
に
も

係
ら
ず
問
題
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ

っ
て
主
催
者
側

の
思
惑
ど
う
り
に
会
議

が
進
行
し
た
事
は
、
ひ
と
え
に
菅
波
会
長

と
友

の
会

の
平
井
会
長

の
根
回
し
に
よ
る

尽
力

の
賜
物

で
す
。

会
議
で
は
こ
の
他
、
他
地
区
代
表
よ
り

地
区
組
織

の
発
展
或

い
は
改
革
等

の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
又
、
地
域
で
の
問
題

点
を
提
起
し
、
そ
れ
を
県
史
協
で
集
約
し

て
行
政
側

に
要
望
す
る
事
な
ど
が
討
議
さ

れ
ま
し
た
。
司
会

の
菅
波
会
長

の
適
切
な

進
行
で
、
盛
況
の
う
ち
に
午
後
三
時
無
事

に
閉
会
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

県
史
協

で
は
過
去
、
県
立
博
物
館

や
県

立
文
書
館
設
立
を
県
当
局
に
要
望
し
て
、

そ
れ
が
実
現
の
運
び
と
な

っ
た
実
績
が
あ

り
、
こ
れ
か
ら
も
県
史
協

の
役
割
は
大
き

い
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
為
に
も
備

探

の
会
は
加
盟
し
て
い
る
意
義
を
認
識
し

て
会
員
に
実
情
を
知
ら
せ
、
も

っ
と
積
極

的

に
係
る
の
が
得
策
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

芳
井
町
取
材
紀
行後

藤
　
匡
史

七
月
五
日
の
日
曜
日
、
朝

か
ら
カ
ン
カ

ン
照
り
の
中
、
備
中
後
月
郡
芳
井
町

の
方

へ
取
材

に
出
か
け
た
。
こ
の
度

の
城
郭
研

究
部
会

の
集

い
研
究
発
表

の
為
で
あ
る
。

以
前
か
ら

一
度
行

っ
て
見
た
い
と
思

っ
て

い
た
所
で
あ
る
。
坪
生
か
ら
丼
原
を
通
り

国
道
三

一
三
号
線
を
北
上
す
れ
ば
も
う
そ

こ
は
芳
井
町
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
芳
井

町
立
民
俗
資
料
館

に
立
ち
寄
り
入

っ
て
見

た
。
し
か
し
日
曜
日
な
の
で
休
館
で
あ

っ

た
が
隣
り
の
中
央
公
民
館

の
女
性
か
ら
特

別

に
開
け
て
も
ら
い
ご
ゆ

っ
く
り
見
学
し

て
下
さ
い
と

の
そ
の
上
品
な
感
じ
の
良

い

応
対
振
り
に
何
か
今
日
は
い
い
こ
と
が
あ

り
そ
う
と
資
料
館
を
後
に
し
た
。

そ
し
て
芳
井
沢
岡
正
霊
山
城
跡

に
行

っ
て

見
た
。
こ
の
城
こ
そ
藤
井

一
族

の
旗
頭

・

藤
井
能
登
守
皓
玄
が
居
城
で
あ
る
。
し
か

し
何
分
夏
草

の
追

い
繁
る
時
分
、
山
麓
を

ぐ
る
り
と
廻
り
、
そ
れ
か
ら
藤
井

一
門

の

墓

の
あ
る
長
玄
寺

へ
車
を
飛
ば
し
た
。

そ
し
て
そ
の
途
中
郷
土
史
家

の
篠
原
国
夫

氏
を
招
介
し
て
も
ら

い
、
奥
さ
ん
の
出
し

た
冷
た
い
ジ

ュ
ー
ス
に
ノ
ド
を
う
る
お
し

な
が
ら
雑
談
、

こ
の
時
氏
か
ら
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
か
ら
長
玄
寺

に

連

れ
て
行

っ
て
も
ら

い
、
そ
こ
に
は
雪
舟

終
と
く

の
地
と
書
か
れ
た
大
き
な
碑
が
建

っ
て
い
た
。

何
ん
で
も
こ
の
長
玄
寺
と
云
う

の
は
室
町

時
代
、
京

の
都
、
摂
関
家

（
近
衛
、
九
条
、

二
条
、　
一
条
、
鷹
司
）
筆
頭

の
近
衛
家

の

出

の
千
畝
が
室
町
将
軍
六
代
義
教
が
赤
松

満
祐

に
嘉
吉
元
年

（
一
四
四

一
年
）
嘉
吉

の
変

に
謀
殺
さ
れ
八
代
将
軍
義
政

の
願
い

に
よ
り
公
方
祈
願
所
と
し
て
建
立
、
又
千

畝
和
尚
は
広
島
県

三
原
市

の
臨
済
宗
西
国

総
本
山
仏
通
寺

の
住
持
と
し
て
も
有
名
で

あ
る
。
又
近
衛
家

の
現
当
主
近
衛
文
磨

の

次
男

（長
男
は
戦
死
）
夫
婦
が
昭
和

五
十

八
年
十

一
月
来
訪
、
こ
の
時
記
念

に
か
や

の
本
を
御
手
植
、
そ
れ
か
ら
山
を
下

り
、

田
中
有
井
城
、
藤
井
氏
家
臣

の
墓
な
ど
を

見
て
か
ら
氏
と
別
れ
、
ま
だ
日
は
高
か

っ

た
が
帰
れ
ば
今
晩
促
進

の
七
夕
祭

り
に
て

ピ

ン
ナ

ッ
プ
写
真
を
撮

り
に
ぎ
や
か
に
な

る
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
帰

っ
た
。
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津
山
下
見
旅
行
顛
末
記

井
上

恒
例
、
秋

の

一
泊
旅
行

の
時
が
、
近
づ

い
て
ま
い

，
ま
し
た
。

（
ち
ょ
っ
と
早
い

か
な
／
）
堤
氏
、
吉
田
氏
、
私

の
二
人
は

七
月
末
日
私

の
愛
車

に
乗

り
、
朝
早
く
よ

り
勇

み
、　
一
路
旅
路

の
ス
タ
ー
ト
を
切

っ

た
途
端
に
雨
と
い
う
幸
先

の
悪

い
ス
タ
ー

ト
を
切

っ
た
。
第

一
の
目
的
地
、
作
楽
神

社

に
着
く
頃

に
は
雨
も
止
ん
だ
が
、
前
途

の
多
難
さ
を
思
わ
す
出
発
で
あ

っ
た
。

ま
ず

「
こ
こ
は
児
島
高
徳

で
有
名
な
所
」

と
聞

い
て
も
戦
後

の
教
育
を
受
け
た
私
に

は
全
然
ピ

ン
と
こ
な
い
。
後
日

「
天
勾
践

…

」
の
句
を
聞

い
て
、
よ
う
や
く
解
す
る

と
は
ま
だ
ま
だ
歴
史
物

の

一
フ
ァ
ン
の
粋

を
出

て
い
な
い
と
痛
感
す
る
。

次
は
鶴
山
城
。
福
山
城
を
見
慣
れ
て
い

る
我
々
に
も
城
石

の
そ

の
高
さ
に

「
ア
ッ
」

と
声
を
上
げ
る
。
花
見
時

に
は
、
石
垣
か

ら
落
ち
て
け
が
を
す
る
人
も
い
る
と
か
、

無
理
も
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
こ
こ
も
明

治
時
代
、
城
を
売

り
払

っ
て
石
垣
し
か
な

い
の
に
、
入
場
料
を
取
ら
れ
た
。
残
念
。

余
談
な
が
ら
、
縁
あ

っ
て
城

の
そ
ば
、

鶴
山
塾

に
立
寄
り
ま
し
た
。
市

の
運
営
で

登
校
許
否

の
子
ら
を
更
正
し
て
い
る
姿
に

同
じ
市

の
職
員
と
し
て
感
じ
る
所
も
あ
り

ま
し
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
続
い
て
は
、
殿
様
に

な
っ
た
気
分
で
、
衆
楽
園
に
、
江
戸
時
代

の
町
人
に
な
っ
た
気
分
で
、
出
雲
街
道
を

廻
れ
ば
、
そ
こ
は
、
幕
末
の
箕
作
院
甫
宅
、

入
場
料
、
た
だ
と
は
安
い
。
案
内
の
お
ば

あ
さ
ん
に
、

「
近
く

の
洋
学
資
料
館

へ
行

け
ば

」
と
言
わ
れ
、
行

っ
て
み
れ
ば
、
小

じ
ん
ま
り
な
が
ら
、
仲

々
の
風
情
。
と
そ

う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
旅
館

の
下
見
に
湯

原
方
面

へ
と
向
う
。

ス
ト
リ

ッ
プ
劇
場
を

横
目

に
、
よ
う
や
く
決
め
、
後
は
、
今
回

の
ポ
イ
ン
ト
の

一
つ
、
法
然
上
人

の
生
誕

地
、
誕
生
寺

へ
向
う
。
行

っ
て
び

っ
く
り
、

こ
こ
は
必
見
、
お
堂

の
す
ば
ら
し
さ
に

一

同
来
て
よ
か

っ
た
と
感
じ
い
る
。

以
上
が
、
旅
行
日
程

の
あ
ら
ま
し
で
、

途
中
抜
け
た
所
も
あ
り
ま
す
が
、
後
は
吉

田
氏
に
旅
行

の
要
項
を
お
ま
か
せ
し
て
、

私
は
失
礼
と
し
よ
う
。

◎
九
月
例
会
の
紹
介

吹

屋

・
成

羽

め

ぐ

り

九
月
例
会
は
吹
屋

・
成
羽
方
面

へ
出
掛

け
る
予
定
と
な

っ
て
い
る
。
吹
屋
方
面

へ

行
く
計
画
が
噂
さ
れ
て
、
か
れ
こ
れ
二
年

に
な
る
だ
ろ
う
か
。
然
し
、
吹
屋

の
メ
イ

ン
と
な
る
広
兼
邸
が

一
般

に
公
開
さ
れ
、

会
員

の
中

に
も
希
望
者
が
多

い
の
で
実
行

に
踏
み
切
る
こ
と
に
な

っ
た
。

吹
屋
は
備
中
高
梁

の
北
に
位
置
し
て
い

る
。
吹
屋
と
言
う
地
名
は
い
つ
ご
ろ
か
ら

つ
い
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
ど
う

も
鋼
を
吹
く
と
言
う
意
味

か
ら

つ
け
ら
れ

た
ら
し
い
。
こ
の
周
辺
に
は
銅
を
は
じ
め

と
し
て
種
々
の
鉱
山
が
存
在
し
、
昔
か
ら

そ

の
採
鉱
で
栄
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
銅

に

つ
い
て
は
、
最
初
、
大
深
と
言
う
場
所

で
採
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時

代

メ
な

っ
て
吹
屋
銅
山
が
掘

り
始
め
ら
れ
、

昭
和
初
期
ま
で
採
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
た

と
言
う
。
現
在
、
当
時
の
面
影
を
残
す
抗

道
が
二
五
Ｏ

ｍ
程
復
元
さ
れ
て
い
て
往
時

を
し
の
ば
せ
て
呉
れ
る
。

べ
ん

が
ら

吹
屋
は
、
ま
た
弁
柄

の
産
地
と
し
て
も

全
国
に
知
れ
て
い
る
。
赤
色
弁
柄
は
古
く

か
ら
陶
器

・
漆
器

の
着
色

・
染
料

・
塗
料

に
用

い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
銅
と
弁
柄
で
財
を
な
し
た
の
が
広

兼
氏
で
あ
る
。

こ
の
広
兼
氏
が
江
戸
時
代

の
末
期
に
築

い
た
豪
邸
が
、
今
も
そ

の
ま

ま
偉
容
を
誇

っ
て
い
る
。

こ
の
建
物
は
遠

く
か
ら
望
む
と
黒
澤
明
氏
の
映
画
に
で
も

出

て
来
そ
う
な
外
容
を
持
ち
、
映
画

「
八

墓
村

」
の
中
に
も
登
場
す
る
。
筆

で
描
写

す
る
よ
り
、　
一
見
し
て
も
ら

い
た
い
建
物

で
あ
る
。

十

月

例

会

「
津
山
へ
の

一
泊

の
ん
び
り
例
会
」
の
ご
案
内

十
月

の
連
体
に
、
毎
年
恒
例

の

一
泊
旅

行
を
行
な
い
ま
す
。
今
年
は

「
近
く
、
安

く
、

の
ん
び
り
と

」
を
モ

ッ
ト
ー
に
、
津

山
を
中
心
と
し
た
史
蹟
と
、
湯

の
郷
温
泉

で
の

一
泊
旅
行
を
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参

加
下
さ
い
。

日
時
　
十
月
十
日

令
じ

・
十

一
日

Θ

費
用
　
男
　
一
九
、
八
〇
〇
円

（予
一じ

女
　
一
八
、
八
〇
〇
円

牟
基
じ

定
員
　
一二
十
人

申
込
　
事
務
局

（神
谷
宅
）

に
申
込
金

一
万
円
を
添
え
て
、
直
接

か
郵

便

で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

吹
屋
の
街
並
も
素
晴
ら
し
い
。
軒
を
並

　

主
な
見
学
地
　
誕
生
寺

・
上
月
城
跡

・
妙

べ
る
弁
柄
の
使
用
さ
れ
た
民
家
の
壁
も
美
　
　
政
寺

・
作
楽
神
社

・
津
山
城
跡
ほ
か
つ
基
ι


