
【
第
六
四
回
大
会
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
】
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地
方
史
研
究
協
議
会
は
、
第
六
四
回
（
金
沢
）
大
会
を
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
（
土
）
〜
二
八
日
（
月
）
ま
で
の
三
日
間
、
石
川
県
金
沢

市
に
お
い
て
開
催
す
る
。
本
会
常
任
委
員
会
お
よ
び
開
催
地
の
研
究
者
で
組
織
さ
れ
た
大
会
実
行
委
員
会
で
は
、
大
会
の
共
通
論
題
を
「〝
伝
統
〞の

礎い
し
ず
え―
加
賀
・
能
登
・
金
沢
の
地
域
史
―
」
と
決
定
し
た
。

　

現
在
、
加
賀
・
能
登
地
域
に
は
多
く
の
歴
史
的
景
観
や
行
事
な
ど
が
伝
わ
り
、
そ
の
歴
史
や
伝
統
が
加
賀
と
能
登
の
地
域
を
形
成
す
る
一
要
素
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
に
前
田
家
の
拠
点
で
あ
っ
た
金
沢
で
は
、
歴
史
や
伝
統
は
「
加
賀
百
万
石
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
っ
て
語
ら
れ
、

県
外
の
人
々
の
間
で
、
伝
統
都
市
と
し
て
の
金
沢
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
金
沢
か
ら
発
信
さ
れ
る
伝
統
は
、
金
沢
の

み
な
ら
ず
、
現
在
の
加
賀
・
能
登
地
域
の
地
域
形
成
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
今
、
加
賀
・
能
登
地
域
に
加
え
て
、
金

沢
と
い
う
新
た
な
地
域
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
会
で
伝
統
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
大
会
は
、
一
九
七
四
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
五
回
大
会
「
地
方
文
化
の
伝
統
と
創
造
」
ま
で
遡
る
。
こ

の
大
会
で
は
、伝
統
を
所
与
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、失
わ
れ
て
い
く
伝
統
の
保
護
と
創
造
的
継
承
が
議
論
さ
れ
た
。
九
〇
年
代
前
後
、い
わ
ゆ
る「
創

ら
れ
た
伝
統
」
が
注
目
さ
れ
、
近
世
史
や
近
現
代
史
を
中
心
に
、
由
緒
や
顕
彰
な
ど
が
議
論
さ
れ
た
。
由
緒
や
顕
彰
を
伝
統
の
ひ
と
つ
と
理
解
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
伝
統
を
創
り
、
支
え
た
地
域
と
は
何
か
を
、
改
め
て
地
域
史
の
視
点
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

今
大
会
で
は
、
地
域
に
残
さ
れ
た
時
間
的
に
古
い
自
明
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
伝
統
で
は
な
く
、
近
世
や
近
代
に
創
出
さ
れ
、
時
間
的
経
過

や
人
々
の
生
活
の
な
か
で
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
現
在
に
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
の〝
伝
統
〞に
つ
い
て
、主
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
。地
域
形

成
の
一
要
素
と
な
る〝
伝
統
〞の
場
と
し
て
の
加
賀
・
能
登
地
域
の
歴
史
的
特
質
は
何
か
。〝
伝
統
〞の
礎
と
な
っ
た
人
々
の
生
活
や
そ
れ
を
支
え
る
地

域
は
、
古
代
以
来
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
そ
し
て〝
伝
統
〞が
地
域
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
を
主
た
る
論
点
と
し
た
い
。

　

金
沢
を
は
じ
め
、
加
賀
・
能
登
地
域
に
伝
え
ら
れ
る〝
伝
統
〞の
多
く
は
、
金
沢
城
下
を
中
心
に
し
た
学
問
の
発
達
、
町
人
と
文
人
の
交
流
、
蘭
学

の
積
極
的
摂
取
や
、
藩
の
産
業
政
策
な
ど
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
は
度
重
な
る
改
変
に
よ
っ
て
原
型
を
失
い
つ
つ
も
、
継
承
さ
れ
て
き
た

も
の
が
あ
る
。
中
世
の
金
沢
御
坊
、
北
陸
道
の
要
地
と
し
て
の
町
を
基
礎
と
し
、
近
世
以
後
、
各
地
か
ら
人
々
が
集
ま
っ
て
繁
栄
を
築
い
て
き
た
金

沢
は
、
他
地
域
の
伝
統
を
吸
収
し
、
そ
し
て〝
伝
統
〞を
発
信
す
る
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
藩
で
あ
っ
た
加
賀
藩
の
領
域
は
、
明
治
初
年
の
分
割
・

統
合
を
経
て
石
川
県
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
石
川
県
の
慢
性
的
な
経
済
停
滞
や
金
沢
の
衰
退
を
打
破
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ
た
殖
産

興
業
政
策
の
な
か
で
、工
芸
や
繊
維
産
業
な
ど
は
重
要
産
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
今
も
そ
れ
ら
の
一
部
は
伝
統
産
業
と
し
て
続
い
て
い
る
。
ま
た
、

第
四
高
等
学
校
や
第
九
師
団
の
設
置
を
経
て
、他
地
域
か
ら
金
沢
へ
再
び
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
く
。
金
沢
は
北
陸
の
拠
点
と
し
て「
学
都
」「
軍

都
」
と
呼
ば
れ
、
新
た
な〝
伝
統
〞や
地
域
像
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
賀
・
能
登
地
域
は
、
古
来
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
古
代
の
両
地
域
は
、
朝
廷
の
あ
る
京ミ

ヤ
コか
ら
み
て
辺
境
の
地
「
コ
シ（
越
）」

と
呼
ば
れ
、朝
廷
の
東
北
経
営
を
背
景
に
し
て
朝
廷
と
「
コ
シ
」
の
関
係
は
深
ま
り
、
能
登
、
次
い
で
加
賀
の
立
国
を
迎
え
た
。
そ
の
一
方
、
加
賀
・

能
登
地
域
は
東
ア
ジ
ア
と
列
島
を
結
ぶ
窓
口
と
し
て
開
か
れ
た
地
域
で
も
あ
っ
た
。
中
世
で
は
水
上
交
通
の
発
達
に
と
も
な
い
、
地
域
拠
点
と
し
て

の
港
町
が
加
賀
と
能
登
の
各
地
に
作
ら
れ
、
日
本
海
域
の
水
運
を
支
え
て
い
た
。
近
世
に
入
り
、
両
地
域
は
加
賀
藩
領
と
し
て
一
体
的
に
把
握
さ
れ

た
。
藩
政
の
展
開
と
地
域
再
編
の
な
か
で
、
金
沢
が
加
賀
藩
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
大
き
な
拠
点
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
七

尾
や
小
松
な
ど
が
持
っ
て
い
た
政
治
的
機
能
や
役
割
は
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
地
域
再
編
な
ど
の
歴
史
的
変
化
は
、
近
世
・
近
代
を
経
て
、
古
代
か
ら
存
在
し
た
は
ず
の
地
域
の
歴
史
的
特
質
を
改
変
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
加
賀
・
能
登
地
域
は
「
真
宗
王
国
」と
呼
ば
れ
、い
わ
ゆ
る
浄
土
真
宗
の
イ
メ
ー
ジ
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が〝
伝
統
〞の
ひ
と
つ
と

し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
は
近
代
の
教
団
活
動
が〝
伝
統
〞と
な
る
契
機
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
両
地
域
で
は
古
代
以
来
、
山
岳
信
仰
の
場
で
あ

る
白
山
や
石
動
山
が
あ
り
、
中
世
に
は
能
登
国
守
護
に
よ
る
保
護
を
受
け
た
気
多
社
、
曹
洞
宗
や
日
蓮
宗
勢
力
な
ど
も
地
域
に
根
ざ
し
て
活
動
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
ち
な
が
ら
、〝
伝
統
〞の
由
緒
を
も
っ
ぱ
ら
蓮
如
や
一
向
一
揆
に
求
め
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
加
賀
・

能
登
地
域
の〝
伝
統
〞の
多
く
が
近
世
・
近
代
を
起
点
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、加
え
て
古
代
・
中
世
か
ら
そ
の
風
土
や
環
境
に
根
ざ
し
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
両
地
域
の
事
象
も
、〝
伝
統
〞の
礎
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

加
賀
・
能
登
・
金
沢
を
め
ぐ
る〝
伝
統
〞は
、
各
時
代
の
地
域
の
あ
り
方
や
、
そ
こ
に
住
み
、
あ
る
い
は
他
地
域
か
ら
入
っ
て
活
動
し
た
人
々
の
生

き
方
、
そ
し
て
地
域
の
変
化
を
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
成
の
市
町
村
合
併
や
、
北
陸
新
幹
線
の
開
通
を
契
機
に
し
て
、
加
賀
・
能
登

地
域
で
は
新
た
な〝
伝
統
〞を
創
り
出
そ
う
と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
今
大
会
で
は
、〝
伝
統
〞が
持
つ
意
味
、
そ
し
て〝
伝
統
〞を
創
り
出
す

地
域
の
様
相
を
、
加
賀
・
能
登
・
金
沢
を
舞
台
に
し
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
と
ら
え
直
し
て
い
く
。
参
加
者
の
積
極
的
な
議
論
を
期
待
し
た
い
。
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