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市
史
の
歴
史
時
代
の
記
述
に
お
い
て
も
、
そ
の
視
点
は
貫
か

れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
中
世
の
章
で
は
、
土
砂
の
堆
積
に
よ

る
海
岸
線
の
南
下
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
土
地
が
開
発
さ
れ
、
そ

の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
荘
園
領
主
の
間
に
争
論
が
起
こ
る
と
い
う

よ
う
に
、
自
然
地
理
的
特
性
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
土
地
形

成
と
開
発
の
歴
史
的
意
義
が
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
貫
し
た
視
点
　
自
治
体
史
は
、
多
く
の
分
野
を
叙
述
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
複
数
の
執
筆
者
が
、
ひ
と

つ
の
時
代
の
叙
述
を
分
担
す
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
、
市
史
は
、
各
時
代
と
も
文
化
・
遺
跡
等
の
分
野
を
部

分
的
に
分
担
し
て
い
ま
す
が
、
政
治
・
経
済
・
社
会
と
い
っ
た

中
心
部
分
の
叙
述
は
お
お
む
ね
一
人
の
執
筆
者
が
担
当
し
て
お

り
、
一
貫
し
た
視
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
関
連
付
け
て
描

く
通
史
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
古
代
で
は
、
大
和
王
権
直
轄
の
港
湾
で
あ
る
「
大

阪
湾
岸
地
域
と
し
て
の
特
殊
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
市
域
が
叙

述
さ
れ
て
お
り
、
古
代
地
域
史
と
し
て
出
色
の
自
治
体
史
と
な

り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、
戦
後
歴
史
学
で
は
、
経
済
に
関

わ
る
事
象
を
実
証
的
に
分
析
し
、
各
時
代
の
社
会
構
造
と
そ
の

展
開
を
明
ら
か
に
す
る
社
会
経
済
史
が
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

市
史
の
な
か
で
も
と
く
に
近
世
・
近
代
は
、
こ
の
手
法
が
顕
著

に
表
れ
て
い
ま
す
。

　
市
域
の
事
例
を
、
日
本
史
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
付

け
る
　
市
史
の
叙
述
は
、
史
料
の
制
約
か
ら
一
般
論
の
解
説
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
史
料

が
限
ら
れ
て
い
る
古
代
史
は
、こ
う
し
た
傾
向
に
陥
り
が
ち
で
、

自
治
体
区
域
内
の
事
例
だ
け
で
古
代
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
苦

心
し
て
い
る
自
治
体
史
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
市

史
の
古
代
は
、
国
・
郡
・
里
制
、
律
令
税
制
等
、
古
代
史
を
理

解
す
る
の
に
必
要
な
事
象
に
つ
い
て
、
川
辺
郡
条
里
の
復
元
、

猪い
な
の
し
ょ
う

名
荘
に
み
る
東
大
寺
に
よ
る
土
地
開
発
対
象
地
の
比
定
、
猪

名
寺
廃
寺
の
発
掘
成
果
な
ど
を
事
例
に
、
地
域
の
具
体
像
を
掘

り
下
げ
て
叙
述
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
代
を
例
に
あ
げ
る
と
、
近
代
の
市
域
に
は
企
業
・

工
場
が
進
出
し
、
尼
崎
は
工
業
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま

す
。
市
史
で
は
、
こ
れ
を
日
本
及
び
世
界
的
な
時
代
状
況
と
関

連
付
け
な
が
ら
叙
述
し
た
こ
と
で
、
市
域
か
ら
日
本
の
近
代
史

を
見
通
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

  

こ
の
よ
う
に
、
市
史
で
は
、
歴
史
学
界
で
共
有
さ
れ
る
一
般

論
を
市
域
の
事
例
で
確
認
す
る
の
で
は
な
く
、
市
域
の
事
例
か

ら
各
時
代
に
お
け
る
市
域
の
特
性
を
お
さ
え
、
さ
ら
に
日
本
史

の
一
般
論
を
考
え
る
と
い
う
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、「
古
代
・
近
代
の
尼
崎
」
で
は
な
く
、
市
域

を
主
体
と
し
た
「
尼
崎
か
ら
み
た
古
代
・
近
代
」
と
な
り
ま
し

た
。
中
世
・
近
世
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。

　

市
域
の
個
別
事
例
を
時
代
状
況
の
な
か
で
位
置
付
け
る
に

は
、
日
本
全
体
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
大
き
な
流
れ
を
叙
述

し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
加
え
て
、
近
代
以
降
に
定
め

ら
れ
た
自
治
体
区
域
だ
け
を
対
象
に
通
史
を
叙
述
し
よ
う
と
す

る
と
、
史
料
や
事
例
を
欠
き
、
政
治
・
経
済
史
の
一
般
論
の
叙

述
に
紙
幅
が
割
か
れ
が
ち
で
す
。

　

市
史
の
場
合
、
た
と
え
ば
中
世
で
は
、
戦
乱
の
原
因
と
な
っ

た
複
雑
な
政
治
的
対
立
や
戦
乱
の
経
過
を
て
い
ね
い
に
叙
述
し

た
分
、
京
都
や
他
地
域
の
記
述
が
増
え
、
叙
述
が
拡
散
し
た
感

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
近
世
で
は
、
幕
末
の
叙
述
に
同
様
の
こ
と

が
指
摘
で
き
ま
す
。
市
域
に
も
幕
末
を
叙
述
す
る
事
例
は
豊
富

に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
激
動
の
幕
末
政
治
史
を
関
連
付
け

る
視
点
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
市
史
で
は
一
般
的
な
政
治

史
の
叙
述
の
す
き
ま
に
、
市
域
の
個
別
事
例
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。

『
尼
崎
市
史
』
全
一
三
巻
、
別
冊
一

『
尼
崎
市
史
』
予
約
募
集
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

尼
崎
市
の
歴
史
編
さ
ん
事
業

は
じ
め
に

　

尼
崎
市
は
歴
史
を
大
切
に
し
、
熱
心
に
歴
史
編
さ
ん
事
業
に

取
り
組
ん
で
き
た
自
治
体
で
す
。
こ
の
第
Ⅲ
部
「
調
べ
る　

尼

崎
の
歴
史
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
尼
崎
市
が
取
り
組
ん
で
き
た
編

さ
ん
事
業
を
継
承
し
、
各
時
代
の
歴
史
を
調
べ
る
た
め
の
手
順

や
作
法
を
解
説
し
ま
す
。
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
尼
崎
市
の
歴

史
編
さ
ん
事
業
を
ふ
り
か
え
り
、
本
書
を
刊
行
す
る
に
至
っ
た

理
由
を
述
べ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一
、
尼
崎
市
が
取
り
組
ん
で
き
た
歴
史
編
さ
ん
事
業

　『
尼
崎
市
史
』
の
刊
行
　
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
、

全
国
の
自
治
体
が
、
市
町
村
域
の
歴
史
を
記
し
た
自
治
体
史
の

編
さ
ん
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
の
歴
史
学
は

実
証
的
成
果
を
重
視
し
、
人
間
が
営
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に

目
配
り
し
、
時
代
の
特
質
と
、
次
の
時
代
へ
の
展
開
を
明
ら
か

に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
刊
行
さ
れ
た
多
く
の
自
治

体
史
も
、
こ
う
し
た
戦
後
歴
史
学
の
手
法
・
成
果
を
ふ
ま
え
て

編
さ
ん
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
府
内
で
は
一
九
五
〇
年
代
に
貝
塚
市
・
寝
屋
川
市
・
豊

中
市
等
が
自
治
体
史
編
さ
ん
を
開
始
し
て
お
り
、
八
〇
年
代
の

終
わ
り
頃
ま
で
に
大
半
の
市
町
村
が
刊
行
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

兵
庫
県
内
で
は
昭
和
三
〇
年
に
始
ま
る
西
宮
市
の
取
り
組
み

が
早
く
、古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
通
史
が
記
さ
れ
た
本
文
編
と
、

関
係
す
る
史
料
を
集
め
た
史
料
編
と
い
う
『
西
宮
市
史
』
の
ス

タ
イ
ル
は
、
そ
の
後
の
自
治
体
史
の
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

　

尼
崎
市
は
、
市
制
五
〇
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
昭
和
三
七

年
に
『
尼
崎
市
史
』
編
さ
ん
に
着
手
し
、
四
年
後
の
昭
和
四
一

年
に
第
一
巻
を
刊
行
し
ま
し
た
。『
西
宮
市
史
』の
構
成
に
倣
っ

て
、
本
編
（
通
史
編
）
三
巻
、
別
冊
（
尼
崎
の
戦
後
史
）
一
冊
、

史
料
編
六
巻
、
別
編
四
巻
の
全
一
三
巻
一
冊
か
ら
な
る
市
史
を

編
さ
ん
し
、
最
終
の
第
一
三
巻
を
刊
行
し
て
事
業
が
終
わ
る
の

は
昭
和
六
三
年
の
こ
と
で
す
。

　

尼
崎
市
は
こ
れ
よ
り
早
く
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
も

市
史
編
さ
ん
に
着
手
し
、昭
和
五
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て『
尼

崎
志
』
全
三
巻
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
続
巻
の
計
画
も
あ
り
ま

し
た
が
刊
行
に
は
至
ら
ず
、
よ
っ
て
『
尼
崎
市
史
』（
以
下
、
市

史
と
略
す
）
は
、
尼
崎
市
に
と
っ
て
最
初
の
完
結
し
た
市
史
と

な
り
ま
し
た
。

　

第
一
巻
古
代
（
尼
崎
平
野
の
形
成
、
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
時
代
か

ら
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
）・
中
世
（
鎌
倉
、
南
北
朝
・
室
町
、
戦

国
時
代
）、
第
二
巻
近
世
（
江
戸
時
代
）、
第
三
巻
近
代
（
明
治
・

大
正
か
ら
昭
和
戦
前
期
）、
別
冊
戦
後
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
と

課
題
は
、
こ
の
第
Ⅲ
部
の
各
章
第
一
節
〈
入
門
編
〉
に
詳
述
し

て
い
ま
す
の
で
、
以
下
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
全
巻
に
共
通

す
る
視
点
、
成
果
、
課
題
を
記
し
て
い
き
ま
す
。

　
自
然
・
地
理
　
人
間
の
歴
史
は
、
地
下
構
造
を
含
め
た
地
形

に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
市
史

第
一
巻
は
、「
尼
崎
平
野
の
形
成
」か
ら
叙
述
を
始
め
て
い
ま
す
。

　
「
尼
崎
平
野
の
形
成
」
は
、
都
市
開
発
が
進
む
以
前
の
原
地

形
を
復
元
し
、
尼
崎
平
野
地
下
の
地
質
構
造
と
平
野
形
成
史
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
は
じ
め
て
科
学
的
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
デ
ー
タ
不
足
と
い
う
条
件
下
の
作
業
で
あ
り
、
さ
ら
に
当

時
は
分
析
手
法
が
未
確
立
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
叙
述
内
容
は

後
に
大
き
く
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、

自
然
地
理
と
、
遺
物
・
文
献
・
絵
画
等
の
資
史
料
を
扱
う
文
献

史
学
を
連
関
さ
せ
て
市
域
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い

う
視
点
は
、
そ
の
後
の
編
さ
ん
事
業
に
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
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新
し
い
課
題
の
発
見
　
こ
の
よ
う
に
歴
史
書
と
し
て
す
ぐ
れ

た
水
準
に
あ
る
市
史
は
、
戦
後
自
治
体
史
の
な
か
で
も
高
い
評

価
を
与
え
ら
れ
る
に
相ふ

さ
わ応
し
い
も
の
と
い
え
ま
す
。と
同
時
に
、

市
史
の
編
さ
ん
を
通
し
て
、新
し
い
課
題
も
み
つ
か
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
中
世
後
期
や
幕
末
期
の
よ
う
に
、
複
雑
な
政
治
状

況
を
て
い
ね
い
に
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
お
い

て
、
そ
の
こ
と
に
紙
幅
が
割
か
れ
、
市
域
に
則
し
た
叙
述
が
不

十
分
に
な
っ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
史
で
重
視
さ
れ

た
住
民
の
成
長
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
中
世
後
期
、
成
長
と

同
時
に
進
行
し
た
階
層
分
解
を
含
め
て
、
こ
の
時
代
の
特
質
を

十
分
に
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
代
に
お
い

て
も
、
史
料
調
査
だ
け
で
な
く
、
市
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を

実
施
し
、
体
験
記
録
を
収
録
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
歴
史
地
理
分
野
の
研
究
が
十
分
で
は
な
く
、
自
然
地
理
と

文
献
史
料
を
連
関
さ
せ
て
い
く
う
え
で
は
、
さ
ら
な
る
研
究
の

蓄
積
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
市
史
の
編
さ
ん
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
新

し
い
課
題
で
す
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
史

料
の
調
査
・
収
集
、
地
域
史
の
調
査
・
研
究
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
し
た
。

二
、
市
史
以
降
の
取
り
組
み

　
地
域
研
究
史
料
館
の
開
館
　
市
史
編
さ
ん
を
通
し
て
収
集
さ

れ
た
史
料
を
保
存
・
公
開
し
、
あ
わ
せ
て
継
続
的
に
地
域
史
の

調
査
・
研
究
を
行
な
う
機
関
と
し
て
、
昭
和
五
〇
年
一
月
に
市

立
地
域
研
究
史
料
館
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
市
レ
ベ
ル
で
は
、

全
国
で
二
番
目
に
設
置
さ
れ
た
文
書
館
施
設
で
す
。
史
料
館
の

開
館
に
よ
っ
て
市
史
編
さ
ん
の
活
動
は
継
承
さ
れ
、
市
史
に

よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
新
し
い
課
題
に
こ
た
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

　

開
館
以
来
四
〇
年
以
上
に
及
ぶ
活
動
に
よ
り
、
膨
大
な
古
文

書
・
近
現
代
文
書
類
、
歴
史
的
公
文
書
・
行
政
資
料
、
地
図
、

絵
は
が
き
、
写
真
・
フ
ィ
ル
ム
類
と
い
っ
た
、
市
域
及
び
歴
史

的
関
連
地
域
の
多
様
な
文
字
史
料
が
調
査
・
収
集
さ
れ
ま
し

た
。
加
え
て
全
国
の
自
治
体
史
や
歴
史
関
係
の
雑
誌
・
紀
要
、

事
典
、
史
料
集
、
専
門
研
究
書
な
ど
、
調
査
・
研
究
に
必
要
な

多
様
な
刊
行
物
も
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
市
民
に
公
開
さ
れ
、
調
査
・
研
究
の
た
め
何
度
も

足
を
運
ぶ
市
民
や
研
究
者
も
多
く
、
電
話
・
メ
ー
ル
等
を
合
わ

せ
る
と
、
年
間
二
、〇
〇
〇
人
以
上
の
利
用
者
が
あ
り
ま
す
。

　『
地
域
史
研
究
』　
調
査
・
収
集
し
た
史
料
の
所
在
や
研
究
を

社
会
に
発
信
し
、
成
果
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
は
、
史
料
館
の

大
切
な
役
割
で
す
。
そ
れ
を
担
っ
て
き
た
の
が
、
史
料
館
の
研

究
紀
要
『
地
域
史
研
究
』（
以
下
、
紀
要
と
略
す
）
で
す
。

　

同
誌
は
、市
史
編
さ
ん
が
続
い
て
い
た
昭
和
四
六
年
一
〇
月
、

尼
崎
市
史
研
究
紀
要
と
し
て
刊
行
を
開
始
し
ま
し
た
。
当
初
の

年
三
冊
か
ら
二
冊
と
な
り
、
現
在
は
従
来
の
約
二
倍
の
頁
数
と

な
っ
た
分
、
年
一
冊
の
刊
行
で
す
が
、
四
四
年
間
も
続
い
て
お

り
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
に
は
一
一
五
号
を
数
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。  

　

紀
要
は
、
歴
史
学
界
に
一
石
を
投
じ
る
重
厚
な
研
究
論
文
か

ら
、
身
近
な
歴
史
や
史
料
へ
の
興
味
・
関
心
、
先
祖
調
べ
等
の

素
朴
な
疑
問
か
ら
始
ま
る
調
査
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
な
ど
、

多
彩
な
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
地
名
研
究
、

伝
承
研
究
、
尼
崎
城
研
究
の
よ
う
に
、
紀
要
を
通
じ
て
成
果
が

蓄
積
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
も
あ
り
ま
す
。
史
料
公
開
の
体
制
が

確
立
さ
れ
、
専
門
職
員
の
助
言
も
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
史
料

館
の
史
料
を
用
い
て
卒
論
・
修
論
に
取
り
組
む
学
生
も
お
り
、

そ
の
成
果
も
掲
載
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

史
料
紹
介
も
、
紀
要
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
で
す
。
史
料

館
が
新
た
に
調
査
・
収
集
し
た
史
料
の
情
報
を
公
開
し
、
さ
ら

に
は
市
史
史
料
編
に
未
掲
載
か
つ
研
究
上
必
要
・
有
益
な
基
礎

史
料
や
、
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
興
味
深
い
史
料
を
紹
介
し
て
き
ま

し
た
。
史
料
紹
介
に
触
発
さ
れ
て
、
研
究
論
文
が
執
筆
さ
れ
、

掲
載
さ
れ
る
例
も
あ
り
ま
す
。
市
民
グ
ル
ー
プ
が
絵
図
・
文
書

を
用
い
て
取
り
組
ん
だ
城
下
中な

か
ざ
い
け

在
家
町
の
復
元
に
関
す
る
報
告

レ
ポ
ー
ト
や
、
戦
前
・
戦
後
の
労
農
運
動
の
回
想
な
ど
、
先
述

し
た
新
し
い
課
題
に
取
り
組
む
う
え
で
、
そ
の
基
礎
と
な
る
成

果
も
掲
載
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
専
門
研
究
者
や
史
料
館
職
員
の
研
究
論
考
だ

け
で
な
く
、
市
民
の
多
彩
な
調
査
・
研
究
成
果
が
紀
要
に
掲
載

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
、
史
料
館
に
専
門

職
員
が
配
置
さ
れ
、
調
査
・
研
究
を
支
援
し
、
成
果
の
寄
稿
を

働
き
か
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
ま

す
。
寄
稿
の
希
望
者
も
増
え
、
年
一
冊
の
刊
行
で
は
対
応
で
き

な
い
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
、
一
定
の
調
査
・
研

究
水
準
を
満
た
す
も
の
だ
け
が
掲
載
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

寄
稿
者
に
も
そ
れ
を
満
た
す
努
力
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
良
い

緊
張
感
が
生
ま
れ
、
良
質
の
刊
行
物
と
い
う
伝
統
が
築
か
れ
て

き
て
い
ま
す
。

　『
尼
崎
の
地
名
』
と
『
尼
崎
地
域
史
事
典
』　
昭
和
六
〇
年
、

史
料
館
か
ら
『
尼
崎
の
地
名
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
地
名
は

土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
だ
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
高
度
経
済
成
長

以
後
の
都
市
化
に
よ
っ
て
抹
消
・
改
変
さ
れ
て
き
た
現
状
を
ふ

ま
え
、
市
域
の
地
名
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
し
た
。

　
「
は
じ
め
に
」
に
よ
る
と
、
史
料
と
な
る
公
的
文
書
が
散
逸
・

廃
棄
さ
れ
て
い
た
た
め
、
刊
行
に
は
苦
心
し
た
よ
う
で
、
史
料

を
保
存
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
史
第

　
住
民
の
成
長
　
市
史
の
各
時
代
の
叙
述
に
お
い
て
、
も
う
一

点
、共
通
し
て
重
視
さ
れ
た
視
点
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、〝
住

民
の
成
長
〟
を
描
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
と
え
ば
中
世
前
期
、
荘
園
領
主
の
間
に
た
び
た
び
境
界
争

い
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
新
た

に
生
ま
れ
た
土
地
や
未
開
地
が
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
す

が
、
市
史
で
は
そ
の
開
発
主
体
が
荘
園
領
主
だ
け
で
な
く
、
住

民
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
叙
述
し
て
い
ま
す
。
市
域
に
は
東
大

寺
・
鴨
社
な
ど
、
複
数
の
荘
園
領
主
の
領
地
が
錯
綜
し
て
い
ま

し
た
。
住
民
は
、
あ
る
問
題
で
は
東
大
寺
、
別
の
問
題
で
は
鴨

社
を
頼
る
と
い
う
よ
う
に
、支
配
の
錯
綜
を
た
く
み
に
利
用
し
、

自
分
た
ち
の
権
益
を
守
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

荘
園
領
主
間
の
対
立
を
激
化
さ
せ
、
や
が
て
領
主
支
配
を
弱
体

化
さ
せ
て
い
く
ひ
と
つ
の
力
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

続
く
中
世
後
期
、
住
民
は
さ
ら
に
成
長
し
、
地
域
支
配
を
進

め
よ
う
と
す
る
守
護
や
大
名
に
対
抗
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

市
史
で
も
、
尼
崎
の
一
向
一
揆
が
強
勢
で
あ
っ
た
こ
と
の
叙
述

に
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
叙
述
の
視
点
は
、
他
の
時
代
に
も
同
様
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
代
に
お
い
て
は
、
奈
良
・
京
の
貴
族
、

寺
社
、
武
士
に
対
し
て
、
尼
崎
地
域
の
農
民
や
海
民
、
芸
能
に

関
わ
る
神
崎
の
遊
女
た
ち
が
自
立
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
叙

述
さ
れ
ま
す
。
同
様
に
、近
世
の
住
民
に
よ
る
井ゆ

ぐ
み組（

水
利
組
合
）

形
成
及
び
井
組
間
の
対
立
か
ら
和
解
に
至
る
過
程
や
、
近
代
の

社
会
問
題
解
決
を
求
め
る
労
農
運
動
な
ど
に
紙
幅
が
割
か
れ
て

お
り
、
各
時
代
に
お
い
て
、
住
民
が
歴
史
を
動
か
す
主
体
と
し

て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
発
展
と
矛
盾
　
近
代
化
に
よ
っ
て
、
国
内
の
経
済
構
造
は
大

き
く
変
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
一
〇
年
代
に
は
、

大
蔵
卿
松
方
正ま

さ
よ
し義
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
深
刻
な
デ
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
起
こ
り
、
都
市
・
農
村
と
も
に
き
び
し
い
不
況
に
見

舞
わ
れ
ま
す
。
階
級
分
解
の
進
行
と
と
も
に
、
農
村
で
は
寄
生

地
主
制
が
成
立
し
、
都
市
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
が
形
成
さ
れ
ま

す
。
市
史
の
近
代
は
、
市
域
の
具
体
事
例
か
ら
こ
の
時
代
の
社

会
構
造
を
分
析
し
、
こ
れ
が
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け

て
の
地
域
社
会
構
造
の
原
型
を
作
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。
同
時
に
、
発
展
す
る
近
代
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成

長
の
一
方
で
、
寄
生
地
主
制
や
農
村
不
況
等
の
矛
盾
が
進
行
し

て
い
た
こ
と
も
叙
述
し
て
い
ま
す
。

　

発
展
と
矛
盾
の
両
側
面
を
叙
述
す
る
と
い
う
近
代
の
姿
勢

は
、
全
時
代
に
共
通
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
中
世
後
期
、
新
し

い
生
産
技
術
や
土
地
・
水
に
関
わ
る
権
利
を
獲
得
し
て
成
長
す

る
小
農
民
が
い
る
一
方
で
、
没
落
し
、
山
陽
道
の
宿
場
で
飢
人

や
病
人
と
し
て
流
浪
す
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
に
言

及
し
て
い
ま
す
。

　
戦 

後 

史
　
昭
和
二
〇
年
代
の
戦
後
復
興
か
ら
三
〇
年
代
後

半
の
高
度
経
済
成
長
初
期
ま
で
を
叙
述
す
る『
尼
崎
の
戦
後
史
』

は
、
昭
和
四
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
闇や

み
い
ち市
、
ジ
ェ
ー
ン
台

風
、
製
造
業
の
復
興
、
公
害
問
題
、
六
島
誠せ

い
の
す
け

之
助
・
阪
本
勝ま
さ
る

両
市
長
の
功
績
、
労
働
運
動
・
争
議
等
が
軽
妙
・
平
易
な
筆
致

で
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
第
一
～
三
巻
と
は
趣
を
異
に
し
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
同
書
編
さ
ん
当
時
、
日
本
史
研
究
に
お
け

る
現
代
史
研
究
の
蓄
積
が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
、
一
次
史
料
の

調
査
・
収
集
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
新
聞
史
料
に
依
拠
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
り
ま
し

た
。
新
聞
史
料
に
依
拠
し
た
分
、
事
件
性
の
な
い
市
民
の
日
常

生
活
の
叙
述
は
手
薄
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
本
格
的
な
通
史
に

は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
史 

料 

編
　
こ
う
い
っ
た
『
尼
崎
の
戦
後
史
』
の
評
価
か
ら

も
わ
か
る
と
お
り
、
叙
述
の
も
と
に
な
る
史
料
の
収
集
は
、
自

治
体
史
編
さ
ん
に
と
っ
て
不
可
欠
で
す
。
市
史
編
集
事
業
は
史

料
調
査
・
収
集
に
努
め
、
近
世
・
近
代
文
書
に
つ
い
て
は
悉し

っ
か
い皆

調
査
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
市
史
編
集
資
料
目

録
集
第
一
～
二
七
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
近
世
・
近
代
文

書
目
録
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
史
料
編
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
調
査
し
得
た
文
書

の
ご
く
一
部
で
す
。
史
料
編
に
は
新
発
見
の
史
料
も
多
く
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
専
門
研
究
者
に
と
っ
て
は
有
効
に
活
用
で
き
る

史
料
集
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
原
文
翻
刻
を
掲
載

す
る
の
み
で
書
き
下
し
文
や
解
説
が
な
く
、
ま
た
通
史
編
の
ど

の
部
分
の
叙
述
に
関
係
す
る
史
料
な
の
か
は
第
四
巻
古
代
・
中

世
史
料
編
を
除
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
こ
れ
を
利
用
す

る
市
民
に
と
っ
て
は
不
親
切
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
ま

せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
市
史
の
通
史
編
で
は
、
各
時
代
の
住
民
の
成
長

の
叙
述
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
史
料
編
に

収
録
さ
れ
る
文
書
の
残
り
方
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
中
世
前
期

が
奈
良
・
京
の
荘
園
領
主
側
の
史
料
を
中
心
に
叙
述
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
中
世
後
期
は
大
覚
寺
・
本
興
寺
を
は
じ
め
地
域
の

側
に
残
さ
れ
た
史
料
も
活
用
し
て
叙
述
さ
れ
ま
す
。
中
世
後
期

の
史
料
が
地
域
に
残
る
の
は
、
支
配
者
が
変
化
し
た
こ
と
と
、

同
時
に
地
域
住
民
が
成
長
し
、
自
治
の
能
力
を
高
め
て
い
っ
た

か
ら
で
す
。
近
世
に
な
る
と
、
さ
ら
に
大
量
の
文
書
が
町
村
に

残
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
幕
藩
領
主
は
、
中
世
後
期
ま
で
に
町

村
住
民
が
獲
得
し
た
自
治
能
力
を
継
承
す
る
近
世
の
民
の
力
を

活
用
し
な
け
れ
ば
、
円
滑
な
支
配
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
近
世
文
書
の
作
ら
れ
方
・
残
り
方

に
表
れ
て
い
ま
す
。

　

史
料
の
調
査
・
収
集
は
、
そ
の
時
代
の
特
質
を
知
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
の
で
す
。
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査
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

成
果
も
反
映
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
が
執
筆
を
担
当
し
た
項

目
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
課
題
も
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
市
民
の
関
心

が
高
い
、
身
近
な
事
象
に
つ

い
て
の
研
究
は
蓄
積
さ
れ
、

『
図
説
』
の
テ
ー
マ
も
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
選
択
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
方
で
、
市
史
に

み
ら
れ
た
よ
う
に
、
市
域
の

事
例
を
日
本
史
の
大
き
な
流

れ
の
な
か
に
位
置
付
け
る
、

あ
る
い
は
市
域
の
事
例
か
ら

歴
史
学
研
究
の
成
果
を
問
い

直
す
と
い
う
深
み
に
欠
け
て

い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
史

料
館
は
市
民
の
関
心
に
こ
た

え
、
調
査
・
研
究
を
支
援
す

る
こ
と
が
重
要
な
責
務
で
す

が
、
同
時
に
市
史
を
編
さ
ん

す
る
う
え
で
は
、
こ
う
し
た

大
き
な
視
点
か
ら
の
研
究
を

促
し
、
組
織
す
る
こ
と
も
必

要
で
す
。
そ
れ
が
十
分
で
き

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、『
図

説
』
に
こ
う
い
っ
た
弱
点
が

生
ま
れ
た
一
因
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
図
説
』
刊
行
後
、
史
料
館
は
園
田
学
園
女
子
大
学
短
期
大

学
部
と
の
共
同
事
業
に
よ
り
、
同
書
の
内
容
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

化
し
た
〝
ウ
ェ
ブ
版
図
説
尼
崎
の
歴
史
〟
を
構
築
し
、
ウ
ェ
ブ

上
に
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

ウ
ェ
ブ
版
図
説
構
築
以
前
か
ら
、
史
料
館
は
市
民
や
市
内
の

法
人
・
団
体
、大
学
等
専
門
機
関
な
ど
と
連
携
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ

の
第
Ⅲ
部
各
章
各
項
目
の
解
説
に
譲
り
ま
す
が
、
幅
広
い
分
野

に
わ
た
っ
て
外
部
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
史
料
館
は
活
動
の
幅

を
広
げ
、
ま
た
そ
の
成
果
が
史
料
館
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
い

え
ま
す
。

Web版尼崎地域史事典"apedia"　自治体によるフリーアクセスの地域史データベースとして、他に例のないきわめ
てユニークなWebコンテンツ。 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/

『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』

一
〇
巻
も
小
字
名
を
記
録
し
て
い
ま
す
が
、
本
書
は
そ
の
後
に

蓄
積
さ
れ
た
記
録
を
活
用
し
、
地
名
研
究
の
基
礎
デ
ー
タ
の
決

定
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
字
別
の
小
字
図
が

掲
載
さ
れ
、
町
名
改
正
・
住
居
表
示
の
経
過
も
図
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

市
史
に
は
、
専
門
的
な
研
究
用
語
も
登
場
し
、
読
み
進
め
る

こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
平
成
八
年
、

史
料
館
編
集
の
『
尼
崎
地
域
史
事
典
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

市
域
の
歴
史
に
関
わ
る
事
項
・
事
件
・
人
名
・
地
名
等
、
一
、

三
四
六
項
目
を
事
典
型
式
で
解
説
し
て
お
り
、
市
史
を
読
む
た

め
の
補
助
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
独
立
し
た
刊
行
物
と
し
て

本
書
の
解
説
を
読
む
こ
と
で
、
尼
崎
地
域
史
へ
の
興
味
・
関
心

が
か
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

今
日
に
至
る
ま
で
、
自
治
体
が
事
典
の
編
さ
ん
に
取
り
組
ん

だ
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
全
国
的
に
見
て
も
先
駆
的
な
事
業
で

し
た
。
遺
跡
所
在
図
、
近
世
の
所
領
変
遷
、
年
号
一
覧
、
度
量

衡
換
算
表
等
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
良
質
の
事
典
と
い
え
ま

す
。
索
引
を
欠
く
こ
と
が
残
念
で
す
が
、
現
在
は
同
書
を
も
と

に
内
容
を
補
訂
し
、
掲
載
項
目
も
拡
充
し
た
ウ
ェ
ブ
版
尼
崎
地

域
史
事
典
〝
ア
ペ
デ
ィ
ア
〟（apedia

）
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

ウ
ェ
ブ
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
設
計
・
構
築
さ
れ
て
お
り
、

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に
よ
り
関
連
項
目
を
含
め
て
の
検
索
利
用
が

可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』　
市
史
以
降
、史
料
館
を
拠
点
と
し
て
、

尼
崎
地
域
史
の
調
査
・
研
究
や
史
料
収
集
が
進
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
史
料
館
に
来
館
し
、
み
ず
か
ら
調
査
・
研
究
す
る
市
民

も
増
え
、
市
史
で
は
叙
述
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
関
心
が

向
け
ら
れ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
を
開
拓
し
、
掘
り
下
げ
る
成
果
も

生
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
、
市
制
九
〇
周
年
を
記
念
す
る
新

市
史
と
し
て
、『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
上
下
巻
（
以
下
、『
図
説
』

と
略
す
）
が
平
成
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
新

市
史
を
刊
行
す
る
の
か
、ど
の
よ
う
な
読
者
を
想
定
す
る
の
か
、

通
史
か
、
テ
ー
マ
を
中
心
に
す
る
の
か
等
々
を
め
ぐ
り
、
史
料

館
の
専
門
委
員
と
職
員
は
議
論
を
重
ね
ま
し
た
。
（
１
）
そ
の
結
果
、

史
料
館
を
活
用
し
て
調
査
・
研
究
を
行
な
う
市
民
、
言
い
換
え

れ
ば
「
読
ん
で
活
用
し
て
く
れ
る
」
市
民
を
読
者
と
し
て
想
定

し
て
『
図
説
』
を
編
さ
ん
し
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校

の
教
育
現
場
で
の
活
用
も
期
待
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
『
図
説
』
は
、
序
説
・
古
代
編
・

中
世
編
・
近
世
編
・
近
代
編
・
現
代
編
の
六
編
か
ら
な
り
ま
す
。

序
説
以
外
の
各
編
は
さ
ら
に
二
～
四
節
に
わ
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
「
こ
の
節
を
理
解
す
る
た
め
に
」
と
い
う
項

目
を
設
け
て
、
対
象
と
な
る
時
代
・
分
野
の
特
質
を
概
説
し
ま

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
節
を
構
成
す
る
各
項
目
に
は
市
史
以
降

に
蓄
積
さ
れ
た
成
果
を
盛
り
込
み
、
市
民
の
関
心
が
高
い
事
象

を
優
先
的
に
取
り
あ
げ
る
テ
ー
マ
構
成
と
し
ま
し
た
。
多
く
の

カ
ラ
ー
図
版
を
用
い
ま
し
た
が
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
史
料
に
関
心
を
持
ち
、
何
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
叙
述
す
る
た
め
、
史
料
の
質
感
が
わ

か
る
よ
う
、
カ
ラ
ー
図
版
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
編
年
型
の
通

史
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
別
の
項
目
に
よ
っ
て
節
を
構
成
す
る
ス

タ
イ
ル
と
し
た
の
は
、
旧
市
史
の
通
史
と
し
て
の
価
値
は
依
然

と
し
て
損
な
わ
れ
て
い
な
い
、
と
判
断
し
た
た
め
で
す
。

　

海
岸
線
の
推
移
、
地
下
構
造
、
表
層
の
微
地
形
を
テ
ー
マ
と

し
て
取
り
あ
げ
た
序
説
の
自
然
地
理
の
よ
う
に
、
市
史
後
の

デ
ー
タ
の
充
実
や
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
大
き
く
深
め
ら
れ
た

項
目
・
テ
ー
マ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、市
史
で
は
不
十
分
で
あ
っ

た
生
活
史
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
個
人
の
人
生
か
ら
歴
史
を
考
え

る
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
、
近
代
編
・
現
代
編
に
は
聞
き
取
り
調

『
尼
崎
地
域
史
事
典
』

『
尼
崎
の
地
名
』
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史
料
編
　
歴
史
研
究
に
は
、
史
料
が
必
要
で
す
。
史
料
館

は
膨
大
な
史
料
・
刊
行
物
を
収
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
目
録
情
報

や
内
容
を
ウ
ェ
ブ
上
、
あ
る
い
は
紀
要
な
ど
の
刊
行
物
を
通
し

て
公
開
し
て
き
て
い
ま
す
。
時
代
・
分
野
に
よ
っ
て
は
、
尼
崎

市
以
外
の
機
関
が
市
域
の
歴
史
に
関
連
す
る
史
料
を
収
蔵
し
て

い
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
〈
史
料
編
〉
は
、
こ
う
し
た
市
域
の
調
査
・
研
究
に
関
わ
る

史
料
の
情
報
を
整
理
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
近
世
で
あ
れ
ば
、

村
の
文
書
や
町
の
文
書
、
武
家
文
書
、
寺
院
文
書
、
絵
図
類
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
近
代
で
あ
れ
ば
、
尼
崎
町
・
市
及

び
合
併
村
が
作
成
し
た
歴
史
的
公
文
書
や
、
民
間
の
近
現
代
文

書
類
、
加
え
て
史
料
館
が
精
力
的
に
収
集
し
て
き
た
地
図
・
写

真
・
絵
は
が
き
と
い
っ
た
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

時
代
・
分
野
に
よ
っ
て
異
な
る
史
料
の
種
類
に
応
じ
、
そ
の
所

在
や
特
質
を
ま
と
め
ま
し
た
。
調
査
・
研
究
の
た
め
の
必
要
文

献
や
、
史
料
は
ど
こ
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
調
査
・

研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
な
の
か
を
記
す
こ
と
に
も

努
め
ま
し
た
。

　

時
代
に
よ
っ
て
史
料
の
残
り
方
は
異
な
り
ま
す
し
、
調
査
・

研
究
の
手
法
も
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
近
代
・
現

代
に
つ
い
て
調
べ
る
際
、
日
記
・
手
紙
・
回
想
と
い
っ
た
個
人

資
料
の
活
用
や
、
聞
き
取
り
調
査
が
重
要
な
調
査
手
法
の
ひ
と

つ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
広
い
意
味
で
の
〝
史
料
〟
あ
る
い

は
そ
の
収
集
方
法
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
項

目
を
用
意
し
ま
し
た
。

　
実
践
編
　
漢
文
調
で
記
さ
れ
て
い
る
古
代
・
中
世
の
文
書

の
意
味
・
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
や
、
近
世
・
近
代
の
く
ず
し

字
を
判
読
す
る
に
は
訓
練
が
必
要
で
す
。
事
実
、
大
学
の
専
門

課
程
で
歴
史
を
専
攻
し
学
ぶ
場
合
、
こ
の
訓
練
に
相
当
な
時
間

を
費
や
し
ま
す
。

　

近
世
の
く
ず
し
字
を
例
に
と
る
と
、
判
読
に
興
味
を
持
つ
市

民
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
史
料
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
自
主

グ
ル
ー
プ
「
尼
崎
の
近
世
古
文
書
を
楽
し
む
会
」
の
盛
況
な
様

子
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、「
判
読
」
と
「
史
料
を
読

む
」こ
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
史
料
を
読
む
」

と
は
、
判
読
し
た
史
料
の
意
味
を
理
解
し
て
、
史
料
に
記
さ
れ

て
い
る
事
象
の
因
果
関
係
を
考
え
、
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
す
。『
図
説
』
で
も
「
史
料
を
読
む
」
こ
と
の
楽

し
さ
や
意
義
を
叙
述
し
ま
し
た
が
、〈
実
践
編
〉
で
は
、
も
う

平成19年5月26日開催、『尼崎市史』を読む会特別企画・新「尼崎市史」
発刊記念「『図説尼崎の歴史』に学ぶ地域の歴史」（於園田学園女子大学）

平成8年10月26日開催「歴史と文化を考えるシンポジウム－市民と
ともにつくる新「尼崎市史」」パネルディスカッション（於尼崎市総
合文化センターアルカイックホール・オクト）

新「尼崎市史」のあり方について、
市民とともに考える取り組み

『尼崎市史』の経験をふまえて、市制80周年振興事業として平成8年
に開始した新尼崎市史編集事業においては、どういった新市史をつく
るのかを市民とともに考え、さらに刊行した新市史を検証する取り組
みを継続してきています。

　
取
り
組
む
べ
き
課
題
　
こ
の
よ
う
に
、
市
史
を
発
展
さ
せ
る

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
は
、そ
の
場
限
り
の
も
の
で
は
な
く
連
関
し
て
い
ま
す
。

　

開
館
以
来
、
史
料
館
は
史
料
の
調
査
・
収
集
を
続
け
、
多
く

の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
み
ず
か
ら
調

査
・
研
究
す
る
来
館
者
も
着
実
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

『
図
説
』
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
市
民
の
関
心
は
身
近

な
事
象
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
史
料
に
則
し
て
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
で
終
わ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。『
図
説
』
の
ひ
と
つ
の
目
的
は
、
た
と
え
ば
近
世
で
あ

れ
ば
古
文
書
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
み

ず
か
ら
の
問
題
関
心
や
研
究
テ
ー
マ
を
持
っ
て
調
べ
る
こ
と
へ

の
挑
戦
を
促
す
こ
と
で
し
た
。
各
時
代
・
分
野
に
お
い
て
、
そ

う
い
っ
た
読
者
の
主
体
性
の
喚
起
や
双
方
向
性
の
活
用
を
め
ざ

し
ま
し
た
が
、残
念
な
が
ら
わ
か
り
や
す
い
読
み
物
の
編
さ
ん
・

刊
行
に
と
ど
ま
っ
た
感
は
否
め
ま
せ
ん
。

三
、「
調
べ
る
　
尼
崎
の
歴
史
」

　

第
Ⅲ
部「
調
べ
る　

尼
崎
の
歴
史
」は
、こ
う
い
っ
た『
図
説
』

の
課
題
を
ふ
ま
え
、
調
査
・
研
究
の
手
法
を
解
説
す
る
こ
と
を

目
指
し
ま
し
た
。
第
一
章
尼
崎
の
地
理
・
地
形
、
第
二
章
尼
崎

の
古
代
、
第
三
章
尼
崎
の
中
世
、
第
四
章
尼
崎
の
近
世
、
第
五

章
尼
崎
の
近
代
、
第
六
章
尼
崎
の
現
代
と
い
う
六
章
と
特
論
か

ら
な
り
、
各
章
は
〈
入
門
編
〉〈
史
料
編
〉〈
実
践
編
〉
に
よ
り

構
成
さ
れ
ま
す
。

　
入
門
編
　
各
章
の
第
一
節
〈
入
門
編
〉
で
は
、
市
史
及
び

市
史
以
降
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
時
代
・
分
野
ご
と
に
成
果

と
課
題
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
史
料
館
を
中
心
に
、
取

り
組
ん
で
き
た
事
業
を
自
己
点
検
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
当

然
そ
こ
に
は
、
各
入
門
編
執
筆
者
の
視
点
や
問
題
関
心
が
反
映

し
て
い
ま
す
が
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
時
代
・
分
野
の

調
査
・
研
究
に
実
績
を
有
す
る
研
究
者
や
、
編
さ
ん
事
業
関
係

者
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
今
回
は
じ
め
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
は
な
く
、『
図

説
』
を
刊
行
し
た
際
に
も
市
民
に
刊
行
目
的
・
意
義
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
の
講
座
や
意
見
交
換
の
場
を
設
け
、
ま
た
研
究

者
や
読
者
市
民
の
み
な
さ
ん
に
書
評
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
（
２
）
市

史
を
は
じ
め
と
す
る
自
治
体
刊
行
物
も
、
外
部
の
視
点
を
入
れ

た
点
検
を
受
け
る
こ
と
で
、
新
し
い
課
題
が
浮
か
び
上
が
る
と

考
え
て
き
た
か
ら
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
刊
行
す
る
ま
で
の

努
力
・
工
夫
と
同
じ
よ
う
に
、
刊
行
後
の
取
り
組
み
も
重
要
だ

と
考
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
、あ
る
種
の
共
同
作
業
を
通
じ
て
作
ら
れ
た〈
入

門
編
〉
が
、
読
者
の
み
な
さ
ん
に
対
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て

持
つ
意
味
は
、
調
査
・
研
究
に
取
り
組
む
う
え
で
理
解
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
各
時
代
・
分
野
の
研
究
史
を
整
理
し
た
、
と
い

う
点
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
分
野
・
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
調
査
・
研
究

を
行
な
い
、
そ
れ
を
論
文
な
ど
に
ま
と
め
る
際
に
は
、
そ
れ
以

前
の
研
究
史
に
お
け
る
成
果
・
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

自
身
は
何
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
ず
は
じ
め
に
問
題
意
識
と
課
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
解

決
す
る
の
に
相
応
し
い
史
料
を
調
査
し
、
研
究
を
進
め
る
と
い

う
手
順
を
踏
む
の
が
一
般
的
で
す
が
、
逆
に
出
会
っ
た
史
料
そ

の
も
の
に
興
味
・
関
心
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
テ
ー
マ
や
課
題
を

見
つ
け
、
研
究
が
始
ま
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
公

表
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
め
ら
れ
た
手
順
を
踏
む
こ
と
が
必
要

で
す
。
過
去
の
研
究
史
に
お
い
て
、
同
じ
問
題
関
心
か
ら
取
り

組
ん
だ
成
果
は
な
い
か
。
あ
れ
ば
、
何
が
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
自
身
は
ど
う
い
う
視

点
で
分
析
す
る
の
か
。
史
料
を
は
じ
め
、
対
象
と
な
る
素
材
を

調
べ
研
究
す
る
こ
と
で
、
ど
う
い
う
新
し
い
成
果
が
生
ま
れ
る

の
か
。
こ
う
い
っ
た
見
通
し
や
研
究
史
上
の
位
置
付
け
を
、
論

文
な
ど
の
成
果
物
冒
頭
に
明
記
し
た
う
え
で
論
を
進
め
る
の
が

一
般
的
で
す
。

　

一
例
を
あ
げ
る
と
、
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
四
月
、
尼

崎
城
下
を
象
が
通
行
し
ま
し
た
。
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
献
上

す
る
た
め
、交こ

う
し
こ
く

趾
国
（
ベ
ト
ナ
ム
）
か
ら
長
崎
に
入
港
し
た
象
で
、

尼
崎
藩
役
人
・
住
民
た
ち
が
受
け
入
れ
準
備
に
奔
走
し
た
こ
と

を
記
し
た
史
料
が
、
山
下
幸さ

ち
こ子
「
享
保
の
象
行
列
」
と
し
て
紀

要
第
二
巻
第
二
号
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
市
域

を
象
が
通
行
し
た
こ
と
だ
け
で
も
驚
か
さ
れ
ま
す
が
、
象
は
ど

の
よ
う
に
迎
え
ら
れ
た
の
か
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
で
き
ご
と
で

す
。
こ
れ
を
研
究
し
た
の
が
、
紀
要
第
二
九
巻
第
三
号
の
山
崎

幸さ
ち
え恵
「
享
保
渡
来
象
の
馳
走
に
つ
い
て
」
で
す
。
象
の
通
行
へ

の
関
心
か
ら
研
究
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
が
、そ
う
で
あ
っ
て
も
、

論
文
で
は
研
究
史
を
確
認
し
、
馳ち

そ
う走
と
い
う
視
点
か
ら
象
行
列

を
分
析
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
論
文
と
す
る
に
は
、

こ
う
し
た
営
み
が
不
可
欠
で
す
。

　
〈
入
門
編
〉
は
、
市
域
を
対
象
に
こ
う
い
っ
た
調
査
・
研
究

を
進
め
、
成
果
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
、
各
時

代
・
分
野
の
研
究
史
の
整
理
を
行
な
い
ま
し
た
。
市
域
の
歴
史

研
究
で
は
何
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
の
か
。
い
ま
か
ら
調
査
・

研
究
に
取
り
組
む
テ
ー
マ
や
、
対
象
と
な
る
史
料
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
成
果
が
予
想
さ
れ
る
の
か
。〈
入
門
編
〉
は
、
調
査
・

研
究
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
読
者
に
、
研
究
史
に

お
け
る
既
存
の
成
果
を
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
、
と
い

う
位
置
付
け
に
な
り
ま
す
。
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第
Ⅲ
部
総
論

一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
試
み
ま
し
た
。

　

史
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
。
絵
図
か
ら
何
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
研
究
事
例
を
あ
げ
て
、
ど

の
よ
う
な
史
料
を
用
い
、
ど
う
解
釈
し
、
何
と
ど
う
連
関
さ
せ

て
ひ
と
つ
の
歴
史
像
を
構
築
し
ま
と
め
て
い
る
の
か
を
解
説
し

ま
し
た
。
史
料
館
所
蔵
史
料
を
活
用
し
、
研
究
を
発
表
し
た
経

験
の
あ
る
市
民
に
も
執
筆
を
お
願
い
し
、利
用
者
の
立
場
か
ら
、

「
史
料
を
読
む
」
営
み
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。〈
実
践

編
〉
は
、
解
釈
し
た
結
果
を
叙
述
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
過

程
を
示
す
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
史
料
館
は
、
市
史
・『
図
説
』
を
テ
キ
ス
ト
と
す

る
「『
尼
崎
市
史
』
を
読
む
会
」
を
開
催
し
、
叙
述
内
容
を
解

説
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
市
民
主
体
の
「
尼
崎
の
近
世
古
文

書
を
楽
し
む
会
」
な
ど
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
さ
ら
に
は
市

民
自
身
の
手
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
編
さ
ん
事
業
に
も
協
力

し
て
き
ま
し
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
活
動
・
協
力
を
軽
減
す

る
た
め
に
企
画
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
独
学
で
調
査
・

研
究
す
る
市
民
向
け
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
が
、
市
民
の
調

査
・
研
究
を
支
援
す
る
際
の
対
話
に
必
要
な
道
具
を
用
意
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
市
史
が
ど
ん
な
に
重
厚
な
通
史

で
あ
っ
て
も
、『
図
説
』
が
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
地
域
史
事
典
が
あ
っ
て
も
、
利
用
者
と
向
か
い
合
い
、
口

頭
で
や
り
と
り
す
る
手
間
を
惜
し
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
、長
い
史
料
館
の
活
動
を
通
じ
て
学
ん
で
き
た
か
ら
で
す
。

　

尼
崎
市
は
市
史
以
来
、
歴
史
編
さ
ん
事
業
を
継
続
し
、
そ
れ

を
担
う
史
料
館
を
開
設
・
運
営
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
事

業
を
一
時
的
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
、
史
料
館
は
四
〇
年
以
上
、
決
し

て
派
手
で
は
な
い
地
道
な
活
動
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
、

市
民
の
歴
史
研
究
所
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

江
戸
時
代
、
市
域
に
は
城
下
町
尼
崎
の
ほ
か
、
七
〇
以
上
も

の
村
が
あ
り
ま
し
た
。
村
ご
と
に
村
の
政
治
・
行
政
を
担
う
村

役
人
が
い
て
、
他
の
村
民
も
村
役
人
に
協
力
し
ま
し
た
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
村
が
自
治
体
で
あ
り
、
祭
り
や
年
中
行
事
を
行
な

う
暮
ら
し
の
単
位
で
し
た
。
人
々
は
村
の
一
員
と
し
て
の
自
覚

を
持
ち
、
政
治
・
行
政
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
暮
ら

し
が
豊
か
に
な
る
よ
う
努
め
ま
し
た
。
市
史
が
重
視
し
た
住
民

の
成
長
と
は
、
こ
う
し
た
社
会
で
育は

ぐ
くま
れ
た
も
の
で
す
。

　

歴
史
の
知
恵
に
学
ぶ
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
自
然
地
理
や

社
会
環
境
の
違
い
を
考
え
ず
に
、
過
去
と
現
在
を
自
由
に
行

き
来
す
る
か
の
よ
う
な
思
考
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
七
〇
以
上
の
村
が
ひ
と
つ
の
市
域
と
な
っ
た
現
在
、
直
面
す

る
問
題
が
複
雑
な
こ
と
は
当
然
で
す
。
住
民
の
生
き
る
空
間
の

広
さ
、職
業
の
多
様
さ
、そ
の
土
地
で
生
き
る
時
間
の
長
さ
な
ど
、

江
戸
時
代
の
村
と
現
代
社
会
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
現
代
社
会
が
直
面
す
る
諸
問
題
の
解
決
の
手
が

か
り
を
得
る
に
は
、
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ

は
、
私
た
ち
が
直
面
す
る
課
題
は
、
歴
史
の
積
み
重
ね
が
も
た

ら
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
歴
史
の
地
層
を
一
枚
ず
つ
剥
が
し

て
い
く
こ
と
で
、
問
題
の
核
心
が
み
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

現
代
社
会
で
は
、
直
面
す
る
諸
問
題
の
解
決
や
未
来
を
展
望

す
る
に
あ
た
り
、
し
ば
し
ば
市
民
主
体
の
地
域
づ
く
り
や
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
力
強
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
村
は
そ
の
モ
デ
ル
に
な
り
ま
す

が
、
安
易
に
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
自
然
地
理
・

社
会
環
境
を
て
い
ね
い
に
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
営
み
が
現
代
の
諸
問
題
を

考
え
る
力
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

歴
史
の
研
究
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
課
題
の
解
決
に
直
結
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
こ
と
は
、
史
料
か
ら
事
実
を

確
定
し
、
そ
の
因
果
関
係
を
考
え
、
そ
れ
を
歴
史
上
に
位
置
付

け
る
と
い
う
思
想
的
営
み
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
歴
史
的

な
思
考
が
、
物
事
を
判
断
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
な
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
す
。
虚
実
混
じ
る
情
報
が
氾
濫
し
、
そ
う
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
込
み
や
事
実
を
ふ
ま
え
な
い
言
説
が
飛

び
交
う
現
在
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
学
の
思
想
的
営
み
は
、
生

き
る
た
め
の
力
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

史
料
を
読
み
事
実
を
確
定
し
、
因
果
関
係
を
考
え
て
意
義
を

判
断
す
る
と
い
う
営
み
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
す
ぐ
に
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
生
き
て
い
く
う
え
で
じ
わ
じ
わ
と
役
立
ち
ま

す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
研
究
を
通
じ
て
実
感
で
き
る
も
の
で

す
。
そ
し
て
、
現
在
に
も
必
要
な
住
民
の
成
長
と
は
、
こ
う
い

う
力
量
を
身
に
つ
け
る
努
力
を
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
第
Ⅲ
部
「
調
べ
る　

尼
崎
の
歴
史
」
は
、
そ
の
一
助
に

な
り
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
企
画
・
編
さ
ん
し
た
も
の
で
す
。

〔
注
〕

（
１
）『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
編
さ
ん
刊
行
を
め
ぐ
る
議
論
の
経
過

や
刊
行
意
図
に
つ
い
て
は
岩
城
卓
二
「『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』

に
学
ぶ
地
域
の
歴
史
」（『
地
域
史
研
究
』
第
三
七
巻
第
二
号
）

参
照

（
２
）
前
掲
注
（
１
）
は
図
説
企
画
・
執
筆
者
の
立
場
か
ら
編
さ

ん
意
図
・
目
的
を
解
説
し
た
市
民
講
座
の
講
演
録
。
ま
た
、
史

料
館
が
研
究
者
・
市
民
に
図
説
の
評
価
執
筆
を
依
頼
し
た
も
の

と
し
て
、
同
じ
く
『
地
域
史
研
究
』
第
三
七
巻
第
二
号
掲
載
の

古
市
晃
・
高
岡
裕
之
・
田
中
敦
の
各
氏
に
よ
る
書
評
が
あ
る
。

〔
執
筆
者
〕
岩い
わ
き城　

卓た
く
じ二


	第3部ガイダンス　調べる　尼崎の歴史
	第3部　総論　尼崎市の歴史編さん事業


