
〔
文
献
紹
介
〕

岐
阜
県
史
お
よ
び
岐
阜
市
史

郷
土
史
プ
!
ム
の
中
で
と
い
う
意
味
で
は
な
く
巳
岐
阜
県
で
は
岐
阜
県
百
年

記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、

昭
和
三
八
年
以
降
、

初
の
修
史
事
業
が
進
め
ら
れ
、

そ
の
全
二
二
巻
(
通
史
編
九
巻
、
史
料
編
一
一
二
巻
)
が
昭
和
田
八
年
を
も
っ
て

完
結
し
た
c

各
巻
と
も

A
五
版
一
、

0
0
0頁
前
後
の
大
冊
で
‘
監
修
者
と
し
て

宝
月
圭
五
口
・
所
三
男
の
雨
博
士
を
頂
き
、
執
筆
者
に
は
地
元
岐
阜
大
学
を
中
心

と
し
て
多
く
の
史
学
者
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
現
代
史
は
地
理
学
者
で
執
筆

せ
よ
と
い
う
こ
と
で
、
岐
阜
大
学
の
上
島
正
徳
教
授
を
中
心
と
し
て
、
安
藤
万

寿
男
・
高
橋
百
之
・
坪
内
庄
次
の
四
名
が
参
加
し
た
。
全
体
を
通
覧
し
て
‘

史
一
潟
九
巻
よ
り
も
史
料
編
一
三
巻
が
特
に
研
究
者
に
と
っ
て
は
貴
重
で
あ
り
、

八
冊
の
付
録
絵
図
が
更
に
花
を
添
え
て
い
る
。
筆
者
は
百
代

1
中
世
の
史
料
に

つ
い
て
の
一
評
に
は
自
信
を
わ
人
く
が
、
近
世
の
特
に
一
戸
口
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
.

家
並
改
一
五
件
、
人
別
改
九
件
、
宗
門
改
一

O
件
、
五
人
組
五
件
、
移
動
一
一
一

件
な
ど
興
味
深
々
、
特
に
岐
阜
上
竹
屋
町
家
並
改
書
へ
恭
一
応
三
年
)
や
、

岐
阜

魚
屋
町
宗
門
改
媛
(
正
徳
五
年
)
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
未
知
の
近
世
岐
阜
町
の

人
口
構
造
を
知
る
上
に
き
わ
め
て
貴
重
と
思
わ
れ
る
。
飛
騨
高
山
町
(
天
保
一

四
年
)
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
.
筆
者
が
す
で
に
報
告
(
歴
史
地
理
学
紀
要
一
回
)

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
地
理
学
徒
四
名
の
執
筆
に
よ
る
現
代
史
は
、

日
本
地
誌
第
一
二
巻
愛
知
県
・
岐
皐
県
(
昭
和
四
四
年
二
宮
書
居
)
が
発
刊
さ

れ
て
か
ら
間
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
資
料
の
整
備
上
は
好
都
合
な
面
も
あ
っ

た
が
、
政
治
・
財
政
・
治
安
・
金
融
・
宗
教
・
文
化
な
ど
の
執
筆
に
当
つ
て
の

苦
心
は
.
あ
な
が
ち
筆
者
の
み
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

岐
阜
県
史
の
完
結
を
み
た
昭
和
田
八
年
、
県
都
岐
阜
市
は
本
格
的
な
市
史
の

編
集
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
、

通
史
一
編
五
巻
、
史
料
一
編
七
巻
、
計
一
一
一
巻
に
お

よ
ぶ
市
史
の
全
体
構
想
を
た
て
て
編
集
事
業
を
開
始
し
た
。
昭
和
五
一
年
九
月

現
在
で
は

史
料
編
古
代
・
中
世
お
よ
び
史
料
編
近
世

の
発
刊

(
同
付
図
)

を
見
て
い
る
コ
各
巻
と
も

A
五
板
八

O
O頁
前
後
の
大
冊
で
、
岐
阜
県
史
の
体

裁
と
略
々
向
じ
で
あ
り
、
監
修
者
も
間
一
五
へ
と
同
じ
く
宝
月
・
所
の
両
噂
士
、
執

筆
者
に
は
地
元
岐
阜
大
晶
子
を
中
心
と
し
て
多
く
の
史
学
者
が
参
加
し
て
い
る
。

ま
た
現
代
史
は
地
理
学
者
が
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、

昭
和
五
一
年
九
月
第

二
回
目
の
研
究
会
議
を
も
っ
た
が
.

長
史
の
四
人
の
外
に
、
地
理
学
者
と
し
て

は
合
国
昭
二
・
閣
恨
清
・
国
島
秀
雄
・
和
田
集
の
四
名
が
加
わ
り
、

昭
和
五
五

ェ蚤

年
完
結
の
予
定
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
史
料
編
近
世
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に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
れ
は
三
巻
と
し
、
今
回
刊
行
の
返
世
一
に
は
岐
阜
町
・

加
納
町
と
そ
の
周
辺
地
域
の
古
文
書
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
近
世
こ
に
は
長
良

-
辺
世
三
ふ
は
長
良
川
以
南
の
村
地
域
の
史
料
を
家
別
に
配

川
以
北
の
村
地
域
、

列
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
係
録
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
古
文
書
で
、
若

子
の
吉
記
録
が
含
ま
れ
る
が
、

紀
片
付
文
・
軍
記
物

3

金
石
文
な
ど
は
紙
数
の
関

係
で
割
愛
さ
れ
た
。
今
回
刊
行
の
戸
近
世
二
の
収
録
史
料
は
家
別
に
し
て
三
六
を

数
え
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
今
回
の
市
史
一
編
集
過
程
で
新
し
く
発
見
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。
一
戸
口
関
係
で
は
、
岐
阜
町
の
西
材
木
町
や
下

今
町
の
宗
門
改
娠
の
外
に
、
加
納
城
下
町
の
魚
屋
町
な
ど
の
宗
門
改
緩
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
落
し
い
。

要
す
る
に
岐
阜
の
地
は
畿
内
に
近
く
、
東
西
交
通
一
の
要
衝
に
あ
っ
て
、
東
西

文
化
の
交
流
接
触
地
点
に
位
置
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
地
域
で
、



し
か
も
新
し
い
未
知
の
史
料
を
豊
富
に
盛
り
込
ん
だ
岐
阜
県
史
お
よ
び
岐
阜
市

史
が
続
い
て
刊
行
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
注
目
す
べ
き
快
挙
と
し
て
紹
介
す
る
次

第
で
あ
る
。
各
巻
と
も

A
五
版
八

0
0
1
一
.
0
0
0頁
。
元
売
捌
書
居
は
岐
阜

市
神
田
町
六
丁
医
大
衆
書
一
房
。
各
巻
三
、

G
o
o
f四、
0
0
0
円
前
後
。

坪

庄

次

内

佐
藤
甚
次
郎
著

生
活
文
化
と
土
地
柄

l
生
活
地
理
学
序
説
i

地
浬
学
を
構
成
す
る
根
本
観
念
を
、
地
域
・
分
布
・
環
境
と
す
る
な
ら
ば
.

そ
れ
が
自
然
現
象
で
あ
ろ
う
と
.
社
会
現
象
で
あ
ろ
う
と
‘
こ
の
根
本
の
概
念

に
し
た
が
っ
て
分
析
や
綜
合
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
な
名
称
を
伺

と
言
っ
て
つ
け
よ
う
と
、
地
理
学
的
ベ

l
ス
に
基
づ
く
研
究
で
あ
る
ζ

と
に
違

、
:
、
。

し

z
b

人
文
地
理
学
は
地
浬
学
の
中
で
も
.
人
間
活
動
に
よ
る
も
ろ
も
ろ
の
現
象
を

地
理
的
観
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
を
主
体
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
人
間
活
動
の
根
底
で
あ
る
衣
・
食
・
住
な
ど
の

生
活
の
営
み
方
や
.
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
生
活
文
化
を
人
文
地
理
学
で
研
究
対

象
と
す
る
こ
と
が
‘
従
来
き
わ
め
て
閑
却
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
故
内
田
寛
一
先
生
は
早
く
よ
り
こ
の
部
門
の
研
究
の
必
要
性
を
主

張
さ
れ
‘

昭
和
一
二
年
に
は
既
に
「
郷
土
地
理
・
特
に
衣
食
住
に
つ
い
て
」
な

ど
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
の
著
者
が
、
現
在
こ
の
部
門
の
オ

l
ソ
リ
テ

ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
の
も
.
か
つ
て
、
内
田
先
生
の
要
望
に
よ
り
、
大
学

で
「
生
活
地
理
学
」
の
講
義
を
す
る
よ
う
に
一
言
わ
れ
た
こ
と
よ
り
始
ま
る
と
聞

い
て
い
る
。
著
者
が
最
初
は
何
を
ど
の
よ
う
に
や
っ
た
ら
よ
い
の
か
、

い
え
』
犬
、

か
面
喰
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
こ
は
著
者
本
来
の
深
遠
多
才
な
学
的
背
景

ゃ
.
応
用
能
力
の
卓
越
し
て
い
た
素
質
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
出
来
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

絢
繍
た
る
美
し
さ
を
も
っ
た
学
問
の
世
界
で
.

「
高
尚
」
と
エ
一
一
口
う
こ
と
か
ら

す
る
な
ら
.

日
常
生
活
な
ど
の
具
体
的
事
象
を
多
く
収
り
倣
う
こ
と
は
.
多
少

逸
脱
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

人
間
生
活
本
来
の
姿
を
趨
じ
、

し
か
し
、

人
間
の
地
域
的
分
化
や
、
地
域
的
特
色
を
知
る
に
は
.
最
も
優
れ
た
指
標
と
し

て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
人
文
地
理
学
で
は
、
地
表
上
の
諸

地
域
で
展
開
さ
れ
て
い
る
人
間
活
動
の
様
態
を
対
象
と
し
て
.

そ
の
本
質
な
り

実
態
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
・
奇
麗

ご
と
の
み
並
べ
た
て
て
も
真
の
解
明
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
最
も
根
本
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的
な
主
要
課
題
と
し
て
衣
・
食
・
住
な
ど
は
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
こ
の
よ
う
な
著
書
が
今
ま
で
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
‘

む
し

ろ
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。
変
転
き
わ
ま
り
な
い
経
済
情
勢
・
今
日
こ
そ
、

人
間
生
活
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
産
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

本
書
で
は
地
表
上
の
諸
地
域
で
ど
の
よ
う
な
生
活
が
営
ま
れ
.

そ
れ
が
生
ん

だ
文
化
は
、
現
在
い
か
な
る
地
域
に
ど
の
よ
う
な
形
態
で
残
存
し
て
い
る
か
な

ど
、
歴
史
地
理
的
に
極
め
て
多
く
の
具
体
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

生
活
に
関
す
る
多
く
の
資
料
を
も
と
に
、

人
間
.

そ
し
て
生
活
の
在
り
方
が
線

本
的
に
間
わ
れ
て
い
る
し
、

ま
た
、

現
時
点
で
は
、

ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
.

思
考
の
基
盤
は
ど
こ
に
お
く
か
な
ど
を
解
明
し
‘
生
活
を
土
地
に
密
着
し
た
実

例
で
述
べ
、
ま
た
.
そ
の
文
化
を
論
じ
、

し
か
も
、
系
統
的
学
問
体
系
の
中
に

組
み
込
ま
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
極
め
て
優
れ
た
必
見
の
書
で
あ
る
。




