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四
八

　
　

は
じ
め
に

　

こ
の
た
び
待
望
の
『
新
青
森
市
史
』
の
通
史
編
第
一
巻
が
二
〇
一
一
年
三

月
青
森
市
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
資
料
編
が
考
古
～
現
代
八
巻
、
別

編
と
し
て
教
育
・
民
俗
・
自
然
五
巻
が
一
九
九
八
年
か
ら
刊
行
さ
れ
、
今
回

通
史
編
の
最
初
の
巻
と
し
て
、
原
始
・
古
代
・
中
世
編
が
刊
行
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
今
後
も
継
続
し
て
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

通
史
編
第
一
巻
は
旧
石
器
時
代
か
ら
近
世
初
期
ま
で
を
扱
っ
た
七
五
八

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
部
で
あ
る
。
執
筆
は
青
森
県
在
住
あ
る
い
は
ゆ
か
り
の
あ

る
考
古
学
、
古
代
史
、
中
世
史
、
宗
教
史
研
究
者
一
二
名
で
、
校
閲
は
法
政

大
学
（
元
弘
前
大
学
）
教
授
小
口
雅
史
氏
で
あ
る
。

　

本
巻
の
構
成
は
時
代
順
に
次
の
よ
う
な
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

第
Ⅰ
部　

原
始
時
代
の
あ
お
も
り

　
　

第
Ⅱ
部　

古
代
の
外
浜
世
界

　
　

第
Ⅲ
部　

躍
動
す
る
中
世
の
外
浜

　

以
下
、
記
述
に
し
た
が
っ
て
内
容
の
概
略
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
若
干

の
私
見
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

一　

原
始
の
記
述

　

第
Ⅰ
部
で
は
旧
石
器
時
代
か
ら
弥
生
時
代
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
第

一
章　

旧
石
器
時
代
の
あ
お
も
り
」
で
は
旧
石
器
時
代
の
気
候
や
火
山
灰
、

動
植
物
層
の
環
境
を
概
説
し
、
青
森
県
内
の
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
を
紹
介
す

る
。
代
表
的
な
遺
跡
と
し
て
八
戸
市
田
向
冷
水
遺
跡
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
遺
跡
は
少
な
く
、
当
時
の
人
々
の
生
活
や
社
会
を

復
元
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
石
器
だ
け
の
出
土
で
歴
史
叙
述

が
な
か
な
か
で
き
に
く
い
時
代
で
あ
り
、
よ
り
広
い
地
域
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

土
器
出
現
期
の
資
料
と
し
て
、
日
本
で
最
古
の
土
器
と
い
わ
れ
る
外
ヶ
浜

町
大
平
山
元
Ⅰ
遺
跡
の
石
器
と
無
文
土
器
が
紹
介
さ
れ
る
。
旧
石
器
最
末
期

へ
の
石
器
群
の
位
置
づ
け
と
理
化
学
的
な
年
代
測
定
か
ら
最
古
段
階
と
認
定

さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
こ
の
段
階
で
土
器
と
石
鏃
が
登

場
す
る
こ
と
か
ら
食
生
活
と
狩
猟
の
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ

れ
る
。

　

そ
し
て
土
器
と
石
鏃
の
定
型
化
が
進
む
六
ヶ
所
村
表
館
（
１
）
遺
跡
以
降

の
時
期
を
縄
文
時
代
の
開
始
と
と
ら
え
る
。
草
創
期
の
資
料
と
し
て
青
森
県

内
出
土
の
土
器
が
年
代
順
に
紹
介
さ
れ
、
着
実
に
資
料
が
増
え
て
き
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
、
県
外
の
者
に
も
大
変
参
考
に
な
る
。

　

次
に
章
を
変
え
た
「
第
二
章　

縄
文
時
代
の
あ
お
も
り
」
で
は
縄
文
時
代

早
期
や
前
期
初
頭
の
尖
底
土
器
文
化
の
代
表
的
遺
跡
、
遺
構
、
遺
物
が
挙
げ

〈
書
評
と
紹
介
〉

青
森
市
史
編
集
委
員
会　

編

『
新
青
森
市
史　

通
史
編　

第
一
巻

	

原
始
・
古
代
・
中
世
』
を
読
ん
で

	

八
木　

光
則
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四
九

書
評
と
紹
介

ら
れ
、
縄
文
時
代
の
基
盤
が
作
ら
れ
た
様
子
が
述
べ
ら
れ
る
。
石
器
の
種
類

が
増
し
、
土
偶
や
装
身
具
が
登
場
し
た
こ
と
や
、
遺
跡
の
少
な
い
津
軽
で
も

竪
穴
住
居
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
動
植
物
の
利
用
と

あ
わ
せ
狩
猟
の
陥
し
穴
や
沿
岸
で
の
網
漁
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

縄
文
時
代
前
期
中
葉
～
中
期
は
、
円
筒
土
器
の
時
代
＝
円
筒
土
器
文
化
と

し
て
三
内
丸
山
遺
跡
を
中
心
に
語
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
近
年
ま
で
の
調

査
歴
と
一
九
九
四
年
の
保
存
決
定
に
つ
い
て
述
べ
、
遺
構
、
遺
物
の
概
略
が

紹
介
さ
れ
る
。
八
〇
〇
棟
に
及
ぶ
竪
穴
住
居
跡
、
高
床
倉
庫
と
想
定
さ
れ
る

掘
立
柱
建
物
跡
、
巨
大
な
六
本
柱
建
物
跡
、
六
〇
〇
基
以
上
の
成
人
用
の
土

壙
墓
、
約
八
八
〇
基
の
乳
幼
児
用
の
土
器
棺
（
埋
設
土
器
）、
道
路
状
遺
構
、

盛
り
土
（
土
砂
や
土
器
な
ど
の
廃
棄
場
）
な
ど
の
遺
構
群
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
場
の
使
い
分
け
を
六
期
変
遷
で
と
ら
え
た
二
〇
〇
二
年
刊
行
の
『
青
森
県

史　

別
編
三
内
丸
山
遺
跡
』の
図
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
膨
大
な
土
器
、

石
器
、
骨
角
器
、
土
偶
な
ど
の
土
製
品
、
石
製
品
の
ほ
か
泥
炭
層
か
ら
の
貝
類
、

魚
類
、
鳥
類
、
ほ
乳
類
、
植
物
な
ど
多
様
な
食
糧
資
源
が
列
挙
さ
れ
、
ヒ
ス
イ
、

黒
曜
石
、
琥
珀
、
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
の
広
域
交
流
品
に
つ
い
て
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
三
内
丸
山
遺
跡
の
豊
富
な
遺
構
遺
物
を
あ
ら
た
め
て
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

縄
文
時
代
後
期
は
十
腰
内
文
化
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
要
素
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
石
造
記
念
物
（
環
状
列
石
）
と
し
て
青
森
市
小
牧
野
、稲
山
（
１
）

の
両
遺
跡
と
が
北
海
道
森
町
（
せ
た
な
町
と
誤
記
）
鷲
ノ
木
遺
跡
か
ら
岩
手

県
滝
沢
村
湯
舟
沢
遺
跡
ま
で
が
紹
介
さ
れ
る
。
環
状
列
石
以
外
の
墓
と
し
て

土
壙
墓
、
土
器
棺
墓
、
組
石
石
棺
墓
な
ど
の
事
例
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
集
落
と
の
全
景
が
わ
か
る
例
と
し
て
掘
立
柱
建
物
跡
三
五

棟
が
環
状
に
配
さ
れ
る
上
野
尻
遺
跡
、
近
年
類
例
が
増
え
て
き
て
い
る
水
場

遺
構
の
三
内
丸
山
（
６
）
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら

に
十
腰
内
文
化
の
特
徴
的
な
遺
物
と
し
て
狩
猟
文
土
器
、
三
角
形
岩
版
に
注

目
し
、
ま
た
豊
富
な
土
製
品
、
石
製
品
に
つ
い
て
も
県
内
各
地
の
事
例
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

　

縄
文
時
代
晩
期
の
亀
ヶ
岡
文
化
は
、
集
落
が
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
、
多

数
の
土
壙
墓
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
沿
岸
部
で
は
貝
塚
が
形
成
さ
れ
、

製
塩
土
器
に
よ
っ
て
製
塩
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
の
特
徴
を
も
つ
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
豊
富
な
遮
光
器
土
偶
や
呪
術
祭
祀
遺
物
、
装
身
具
、

さ
ら
に
は
大
陸
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
三
足
土
器
、
玉
象
嵌
土
製
品
な
ど
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
章
を
あ
ら
た
め
て
、「
第
三
章　

弥
生
時
代
の
あ
お
も
り
」
が
展
開
さ

れ
る
。
遠
賀
川
系
土
器
（
近
年
で
は
東
北
地
方
の
そ
れ
ら
は
類
遠
賀
川
系
土

器
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）
や
大
陸
系
石
器
の
一
つ
で
あ
る
柱
状
片
刃
石

斧
な
ど
弥
生
的
要
素
の
流
入
や
、
田
舎
館
村
垂
柳
、
弘
前
市
砂
沢
遺
跡
の
灌

漑
型
水
稲
耕
作
の
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
コ
メ
だ
け
で
な
く
ア
ワ
・

ヒ
エ
な
ど
の
炭
化
穀
類
の
出
土
と
畑
作
に
つ
い
て
触
れ
る
と
と
も
に
、
縄
文

時
代
以
来
の
狩
猟
採
集
も
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て

水
田
稲
作
は
洪
水
や
寒
冷
化
に
よ
り
途
絶
し
た
こ
と
が
書
か
れ
る
。

　

墓
に
つ
い
て
青
森
県
内
各
地
の
土
壙
墓
や
土
器
棺
墓
の
副
葬
品
に
北
海
道

や
新
潟
と
の
交
流
を
示
す
遺
物
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ム
ラ
の
指
導
的

立
場
に
あ
っ
た
者
や
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
立
場
の
人
物
の
存
在
を
想
定
し
て
い

る
。
な
お
平
川
市
五
輪
野
遺
跡
出
土
の
土
器
棺
は
類
遠
賀
川
系
土
器
と
在
地

の
縄
文
色
の
強
い
土
器
と
が
上
下
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
お
り
、
土
器
棺
は
岩
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法
政
史
学　

第
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六
号

五
〇

手
県
二
戸
市
金
田
一
川
遺
跡
や
秋
田
市
地
蔵
田
B
遺
跡
で
の
類
例
と
も
あ
わ

せ
、
出
自
の
異
な
る
土
器
を
使
っ
た
葬
送
は
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
北
海
道
の
続
縄
文
時
代
の
恵
山
文
化
と
共
通
す
る
恵
山
式
酷
似
の
土

器
や
石
銛
、
靴
型
石
器
、
魚
形
石
器
、
さ
ら
に
は
北
海
道
産
の
黒
曜
石
製
石
鏃
、

人
形
石
偶
、
ク
マ
意
匠
の
遺
物
な
ど
、
津
軽
海
峡
を
は
さ
ん
だ
密
接
な
交
流

に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
第
Ⅰ
部
の
旧
石
器
～
弥
生
時
代
の
記
述
を
概
観
し
て
き
た
。
全
編

の
特
徴
と
し
て
記
述
が
き
わ
め
て
抑
制
的
で
あ
り
、
事
実
の
列
挙
に
中
心
が

お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
考
古
資

料
の
出
土
遺
跡
が
一
目
で
わ
か
る
と
い
う
大
き
な
恩
恵
が
あ
る
。
こ
れ
は
青

森
市
内
だ
け
で
な
く
県
内
の
状
況
に
筆
者
ら
が
精
通
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
為

し
え
た
こ
と
と
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

一
方
そ
の
こ
と
が
、
青
森
市
民
だ
け
で
な
く
広
く
読
ま
れ
る
歴
史
叙
述
と

し
て
は
、
少
し
物
足
り
な
さ
も
感
じ
さ
せ
る
。
気
づ
い
た
点
を
三
点
取
り
上

げ
た
い
。
一
点
目
と
し
て
、「
文
化
」
の
扱
い
で
あ
る
。
尖
底
土
器
文
化
、
円

筒
土
器
文
化
、
十
腰
内
文
化
、
亀
ヶ
岡
文
化
の
様
相
が
よ
り
詳
細
に
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
青
森
の
縄
文
時
代
を
特
徴
づ
け
る
時
期
の
も
の
で

あ
り
、強
調
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
。
た
だ
こ
こ
で
い
う「
文

化
」
は
日
本
考
古
学
が
古
く
か
ら
慣
習
的
に
使
っ
て
き
た
土
器
型
式
の
区
分

に
よ
る
文
化
で
あ
る
。
土
器
型
式
か
ら
発
展
さ
せ
て
そ
の
時
間
的
空
間
的
な

定
義
、
あ
る
い
は
文
化
の
変
化
の
要
因
や
連
続
性
に
言
及
し
て
も
良
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
円
筒
土
器
文
化
は
円
筒
下
層
ａ
～
上
層
ｅ
式
土
器
の
時
期
の
文

化
を
い
い
、
十
腰
内
文
化
は
十
腰
内
Ⅰ
～
Ⅴ
式
を
使
用
し
て
い
た
時
期
の
文

化
で
、
そ
の
間
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
中
期
後
葉
の
「
大
木
系
土
器
文
化
」

や
後
期
前
葉
の
「
前
十
腰
内
文
化
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
円
筒
土
器
文
化

や
十
腰
内
文
化
に
つ
い
て
は
そ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、

そ
の
間
を
埋
め
る
文
化
の
諸
要
素
の
説
明
が
な
く
、
代
表
的
な
文
化
が
ど
う

し
て
変
化
す
る
の
か
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
円
筒
上
層
式
土
器
の
時
期
は

帯
状
集
落
を
形
成
し
後
期
に
は
環
状
集
落
へ
変
遷
す
る
が
、
環
状
集
落
は
中

期
大
木
式
土
器
分
布
圏
以
南
で
通
有
の
集
落
形
態
で
あ
り
、
円
筒
上
層
ｅ
式

の
後
に
大
木
式
系
の
土
器
に
変
化
す
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

こ
に
は
三
内
丸
山
的
世
界
観
の
転
換
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
換
と
も
い
う
べ

き
画
期
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
を
学
ぶ
お
も
し
ろ
み
は
変

換
期
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
点
目
は
各
時
期
の
比
較
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
の
遺
構
や
遺
物
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
各
期
の
特
徴
は
読
者
が
前
後
の
時
期

と
比
較
し
て
読
み
取
る
し
か
な
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
土
偶
の

変
遷
で
中
期
の
板
状
土
偶
か
ら
後
期
の
写
実
的
土
偶
へ
の
変
化
が
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
比
較
が
な
い
た
め
何
が
変
わ
っ
て
何
が
踏

襲
さ
れ
る
の
か
が
ぼ
や
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

三
点
目
と
し
て
、
三
内
丸
山
遺
跡
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は

保
存
決
定
前
後
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
全
国
的
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ
、
地
域
に
強
い
誇
り
を
も
つ
津
軽
人
気
質
や
地
元
の
熱
意
と
が
合
わ
さ
っ

て
保
存
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
の
高
松
塚

古
墳
の
報
道
以
来
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
埋
蔵
文
化
財
へ
の
関
心
は
高
ま
り
、
過

熱
気
味
の
報
道
（
そ
の
帰
結
点
の
一
つ
が
前
期
旧
石
器
捏
造
事
件
）
は
三
内

丸
山
遺
跡
の
過
大
評
価
を
誘
発
し
、「
縄
文
都
市
」
な
ど
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
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五
一

書
評
と
紹
介

り
し
た
。
ま
た
集
落
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
も
個
別
の
遺
構
分
析
の
デ
ー
タ
や

総
括
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
結
論
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
風
潮
も

み
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
冷
静
な
分
析
か
ら
遺
跡
の
理
解
を
進
め
よ
う
と
す

る
立
場
の
研
究
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
日
本
の
代
表
的
遺
跡
あ
る
い
は
縄

文
の
代
名
詞
と
も
な
っ
た
三
内
丸
山
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
保
存
前
後
の
動

き
を
総
括
す
る
こ
と
も
こ
の
遺
跡
の
理
解
と
評
価
に
大
き
く
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

二　

古
代
の
記
述

　
「
第
一
章　

空
白
の
エ
ミ
シ
時
代
」
で
は
、
ま
ず
古
墳
時
代
の
東
北
南
部
以

南
と
北
部
の
対
比
が
行
わ
れ
る
。
四
～
五
世
紀
の
東
北
北
部
で
は
ヤ
マ
ト
王

権
を
頂
点
と
す
る
古
墳
が
築
造
さ
れ
ず
、
北
海
道
「
続
縄
文
」
後
半
期
の
土

器
の
分
布
が
み
ら
れ
る
が
、
一
方
で
古
墳
文
化
と
の
交
流
を
示
す
石
製
模
造

品
や
土
師
器
、
須
恵
器
も
流
入
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
閉
鎖
的
で
は
な
く

開
放
的
に
流
動
し
た
社
会
と
評
価
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
六
世
紀
に
な
っ

て
仙
台
平
野
周
辺
で
の
古
墳
の
衰
退
と
国
造
制
地
域
か
ら
の
除
外
が
進
み
、

七
世
紀
に
末
期
古
墳
が
岩
手
県
や
青
森
県
東
部
で
展
開
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。

　

そ
し
て
エ
ミ
シ
に
つ
い
て
、
中
国
側
の
史
料
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
表

現
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
が
小
中
華
主
義
に
も
と
づ
い
て
「
蝦
夷
」
と
表
記
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
解
説
さ
れ
る
。
七
世
紀
半
ば
の
斉
明
朝
に
津
軽
エ
ミ
シ
が

登
場
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
の
経
緯
と
と
も
に
『
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
地

名
の
比
定
も
行
わ
れ
、
渡
嶋
や
後
方
羊
蹄
は
津
軽
寄
り
の
解
釈
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　

次
の
「
第
二
章　

大
開
発
時
代
」
で
は
八
世
紀
後
葉
以
降
、
一
転
し
て
津

軽
で
竪
穴
住
居
が
次
第
に
み
え
始
め
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
増
加
す
る
こ
と

が
豊
富
な
史
料
を
も
と
に
描
か
れ
る
。
こ
の
時
期
の
土
器
製
作
の
動
き
と
し

て
轆
轤
技
術
の
導
入
や
タ
タ
キ
調
整
の
轆
轤
成
形
平
底
甕
（
底
部
砲
弾
形
の

出
羽
型
甕
は
津
軽
で
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
弘
前
市
境
関
館
遺
跡
出

土
例
が
あ
る
）、
口
縁
部
に
多
状
沈
線
を
め
ぐ
ら
す
甕
の
出
現
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
土
器
の
変
化
に
注
目
す
る
の
は
単
に
器
が
変
わ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

技
術
導
入
の
契
機
と
な
っ
た
で
き
ご
と
や
製
作
者
の
移
動
、
交
流
な
ど
社
会

の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
た

り
に
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

一
〇
世
紀
前
半
に
降
灰
し
た
十
和
田
ａ
火
山
灰
（
九
一
五
年
）
と
白
頭
山

火
山
灰
（
九
三
七
・
九
三
八
年
）
の
前
後
に
集
落
が
さ
ら
に
増
え
る
が
、
そ
の

様
子
が
青
森
市
浪
岡
地
区
の
野
尻
遺
跡
群
、
青
森
平
野
南
東
部
、
北
西
部
、

東
部
ご
と
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
各
地
域
の
様
相
が
よ
く
わ
か
る
。

　

生
業
の
展
開
と
し
て
、
農
耕
、
漁
撈
、
馬
産
、
狩
猟
採
集
、
木
工
・
杣
、
製
鉄
、

土
器
生
産
、
鉄
生
産
の
様
相
が
そ
れ
ぞ
れ
数
多
く
の
遺
跡
や
遺
構
、
遺
物
か

ら
語
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
こ
の
よ
う
な
人
口
の
急
増
と
生
業
の

大
き
な
展
開
が
「
大
開
発
時
代
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

　

南
北
双
方
か
ら
の
交
流
に
つ
い
て
も
整
理
さ
れ
、
八
世
紀
に
は
須
恵
器
、

刀
子
、
玉
な
ど
が
南
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
流
入
ル
ー
ト
と
し
て
出
羽
や

陸
奥
か
ら
の
内
陸
部
ル
ー
ト
、
日
本
海
沿
岸
を
飛
び
石
状
に
伝
う
日
本
海
沿

岸
ル
ー
ト
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
九
世
紀
に
な
る
と
南
か
ら
轆
轤
成
形
の
土

師
器
、
須
恵
器
、
出
羽
型
甕
、
墨
書
土
器
、
石
帯
、
銅
鋺
、
銅
鏡
、
横
櫛
、

律
令
的
祭
祀
遺
物
な
ど
が
流
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
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法
政
史
学　

第
七
十
六
号

五
二

　

北
か
ら
は
一
〇
世
紀
中
葉
以
降
北
海
道
に
主
体
を
お
く
擦
文
土
器
が
増
加

す
る
。
こ
の
擦
文
土
器
を
全
県
的
に
ま
と
め
、
時
期
ご
と
の
地
域
性
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
そ
の
流
入
経
路
と
し
て
太
平
洋
・
陸
奥
湾
沿
岸
ル
ー
ト
と

日
本
海
沿
岸
・
岩
木
川
ル
ー
ト
を
想
定
す
る
。
前
者
は
道
央
・
道
北
部
と
連

携
し
、
後
者
は
道
南
西
部
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
擦
文
土
器
の
出

土
は
、
鉄
を
中
心
と
し
た
生
産
物
を
北
海
道
に
、
昆
布
、
鮭
、
鷹
や
鷲
の
羽
、

獣
皮
類
が
北
海
道
か
ら
輸
入
し
た
海
峡
交
易
の
結
果
と
し
て
い
る
。
な
お
陸

奥
湾
岸
・
岩
木
川
両
地
域
と
も
同
じ
交
易
品
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
地
域
性

が
生
じ
た
理
由
が
何
だ
っ
た
の
か
説
明
が
な
く
や
や
物
足
り
な
い
。
擦
文
土

器
の
製
作
者
に
つ
い
て
は
土
器
自
体
が
渡
来
、北
奥
に
住
ん
で
い
た
擦
文
（
系
）

文
化
の
人
々
の
製
作
、
交
易
滞
在
の
擦
文
文
化
の
人
々
が
北
奥
で
製
作
し
た

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

史
料
か
ら
み
た
坂
上
田
村
麻
呂
伝
説
や
元
慶
の
乱
も
津
軽
と
の
関
わ
り
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
解
釈
も
行
わ
れ
て
い
る
。
前
者
は
津

軽
の
著
名
な
祭
り
で
あ
る
ね
ぶ
た
・
ね
ぷ
た
と
深
く
関
わ
り
、
青
森
市
民
に

と
っ
て
も
関
心
の
高
い
田
村
麻
呂
伝
説
で
あ
る
。
延
暦
一
五
年
や
大
同
二
年

と
い
っ
た
寺
社
の
建
立
年
代
が
田
村
麻
呂
の
陸
奥
守
兼
鎮
守
将
軍
補
任
や
清

水
寺
へ
の
寝
殿
寄
進
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
東
北
に
と
っ

て
征
服
者
で
あ
る
田
村
麻
呂
が
英
雄
と
し
て
扱
わ
れ
る
理
由
と
し
て
、
エ
ミ

シ
＝
ア
イ
ヌ
説
に
よ
り
自
ら
は
エ
ミ
シ
の
子
孫
で
は
な
い
と
の
認
識
が
背
景

に
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
長
年
培
わ
れ
て
き
た
日
本
民
族
単
一
説
と
も
合
わ

せ
て
考
え
て
み
る
と
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

　

九
世
紀
後
半
に
秋
田
城
を
中
心
に
起
き
た
元
慶
の
乱
に
つ
い
て
、
そ
の
経

緯
と
と
も
に
津
軽
エ
ミ
シ
の
関
わ
り
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
津
軽
エ
ミ
シ
は

強
固
な
部
族
連
合
を
形
成
せ
ず
、
官
軍
側
と
反
官
軍
側
と
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
出
羽
国
内
か
ら
苛
政
に
苦
し
ん
で
津
軽
な

ど
の
奥
地
へ
三
分
の
一
が
逃
亡
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
章
の
最
後
と
し
て
い
わ
ゆ
る
防
御
性
（
区
画
）
集
落
が
詳
述
さ
れ

る
。
一
〇
世
紀
の
半
ば
以
降
、
青
森
県
な
ど
で
土
器
や
建
物
な
ど
に
独
自
性

が
出
始
め
、
防
御
性
集
落
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
と
自
ら

の
利
益
確
保
を
重
視
す
る
中
央
貴
族
が
北
奥
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
こ
と
と

も
関
連
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
遺
跡
の
調
査
研
究
史
（
一
八
九
〇
か
ら

一
九
九
六
年
ま
で
）
や
北
海
道
の
チ
ャ
シ
分
類
を
準
用
し
た
集
落
の
分
類
が

行
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
集
落
の
一
部
を
区
画
す
る
上
北
型
、
全
体
を
区
画
す

る
津
軽
型
と
い
う
分
類
が
研
究
者
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

違
い
の
要
因
と
し
て
馬
産
と
米
作
と
い
う
生
業
の
違
い
か
ら
階
層
差
の
開
き

に
差
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

集
落
の
防
御
性
に
つ
い
て
、
弥
生
時
代
や
中
世
に
み
ら
れ
る
戦
争
の
特
徴

（
武
器
、
戦
士
の
墓
、
武
器
の
崇
拝
）
が
北
奥
で
は
稀
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
部
研
究
者
が
提
示
し
て
い
る
「
戦
争
の
時
代
」
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
。

か
わ
っ
て
北
方
世
界
と
の
交
流
に
よ
る
軋
轢
に
よ
る
と
の
考
え
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
軋
轢
は
北
奥
の
集
落
と
受
領
国
司
と
の
間
、
あ
る
い
は
集
落
相

互
に
お
こ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
交
易
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
と
軋
轢
が
激
化
す

る
こ
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し
い
。
な
お
こ
の
前
後

の
記
述
に
「
北
方
世
界
か
ら
都
へ
の
貢
納
物
」
や
「
地
元
の
豪
族
を
登
用
し

て
の
奥
郡
支
配
」
と
あ
る
が
、
北
方
世
界
が
直
接
都
へ
貢
納
し
た
の
か
、
ま

た
豪
族
登
用
が
ど
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
の
か
、
示
さ
れ
て
い
な
い
点
も
気
に

な
る
。
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五
三

書
評
と
紹
介

　

防
御
性
集
落
は
一
〇
世
紀
中
葉
に
出
現
し
、
一
一
世
紀
代
の
う
ち
に
終
焉

を
迎
え
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
前
九
年
・
延
久
蝦
夷
・
後
三
年
合

戦
を
経
て
、
陸
奥
守
藤
原
基
頼
（
在
任
一
一
〇
三
～
一
一
一
二
年
頃
）
と
藤

原
清
衡
に
よ
っ
て
「
奥
州
の
真
の
平
和
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
防
御
性

集
落
を
消
滅
さ
せ
た
と
す
る
。
防
御
性
集
落
の
終
焉
年
代
や
津
軽
の
建
郡
時

期
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
今
後
も
ま
だ
議
論
が
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
第
三
章　

古
代
の
モ
ノ
・
コ
コ
ロ
・
動
き
」
で
は
、
墨
書
・
刻
書
土
器
や

祭
祀
遺
物
が
整
理
さ
れ
記
述
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
の
中
で
は
特
に
「
夷
」
字

に
似
る
「
人
」
と
「
三
」
が
合
わ
さ
っ
た
よ
う
な
文
字
を
取
り
上
げ
、「
奉
」

な
ど
の
省
略
形
と
す
る
平
川
南
氏
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
祭
祀
遺
物
で
は

九
世
紀
の
土
馬
や
吉
祥
文
字
、
青
森
市
新
田
（
１
）・（
２
）
遺
跡
の
一
〇
～

一
一
世
紀
の
物
忌
み
札
、
斎
串
、
形
代
、
仏
像
部
品
、
各
地
の
密
教
法
具
や

錫
杖
状
鉄
製
品
な
ど
の
出
土
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ま
と
め

と
し
て
、
青
森
県
内
で
は
仏
教
、
陰
陽
道
、
神
道
的
な
要
素
が
並
存
し
た
神

仏
習
合
の
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
海
の
島
嶼
を
中
継
す
る
地

域
間
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
、
日
本
海
沿
岸
地
域
に
独
特
の
文
化
や
風
土
を

つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
も
概
観
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
歴
史
叙
述
と
し
て
各
種
史
料
や
考
古
資

料
の
積
極
的
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、
第
Ⅰ
部
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
ま
た
蝦

夷
全
般
に
わ
た
る
記
述
も
あ
り
、
全
体
像
の
中
で
青
森
の
蝦
夷
社
会
を
理
解

さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
節
に
よ
っ
て
は
文
章
表
現

の
難
易
度
に
差
が
あ
り
読
者
層
の
設
定
が
執
筆
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る

も
の
の
、
主
要
遺
跡
を
網
羅
し
、
い
わ
ば
古
代
青
森
の
事
典
と
も
な
っ
て
お
り
、

活
用
が
大
い
に
望
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
や
や
気
に
な
っ
た
点
に
触
れ
た
い
。
第
Ⅱ
部
は
蝦
夷
が

中
心
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
蝦
夷
の
と
ら
え
方
に
や
や

疑
問
が
残
る
。
章
に
よ
っ
て
「
エ
ミ
シ
」
と
「
蝦
夷
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
違
い
の
説
明
が
な
い
た
め
読
者
は
混
乱
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

ま
た
第
一
章
で
は
そ
の
表
題
か
ら
四
世
紀
の
「
続
縄
文
」
後
半
期
以
降
の

東
北
北
部
の
住
民
も
「
エ
ミ
シ
」
と
と
ら
え
て
い
る
と
解
さ
れ
、
第
二
章
で

も
古
墳
時
代
併
行
期
以
降
の
社
会
を
「
蝦
夷
」
社
会
と
す
る
（
三
七
三
頁
）。

こ
れ
は
蝦
夷
の
登
場
を
四
世
紀
と
す
る
新
し
い
見
解
で
あ
る
。
蝦
夷
概
念
が

確
定
す
る
の
は
六
世
紀
後
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
人
々
を
蝦
夷
（
＝
エ

ミ
シ
）
と
呼
ん
で
良
い
も
の
か
。
仮
に
東
北
北
部
で
独
自
の
文
化
を
有
し
て

い
た
と
し
て
四
世
紀
か
ら
「
蝦
夷
」
あ
る
い
は
「
エ
ミ
シ
」
と
呼
ん
だ
場
合
、

四
世
紀
に
大
形
前
方
後
円
墳
を
築
造
し
て
い
た
仙
台
平
野
で
は
六
世
紀
に
蝦

夷
国
境
が
策
定
さ
れ
る
の
で
、
蝦
夷
（
あ
る
い
は
概
念
）
は
北
か
ら
南
下
し

た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ま
で
の
蝦
夷
研
究
の
成
果
と
大
き
く
異
な

る
の
で
、
そ
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
北
緯
四
〇
度
論
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭
に
蝦
夷
集
団
の
住
む
領
域
が

北
緯
四
〇
度
以
北
に
固
定
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
北
上
盆
地
や
秋
田
平
野
、
横

手
盆
地
な
ど
の
住
民
は
公
民
化
し
、
蝦
夷
と
は
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
か
の
よ

う
に
受
け
取
れ
る
。
そ
の
後
も
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
秋
田
城
・
胆
沢
城
・

払
田
と
い
っ
た
城
柵
が
存
置
さ
れ
る
の
は
公
民
化
し
な
い
蝦
夷
を
支
配
す
る

た
め
に
必
要
な
施
設
、
組
織
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
北
緯
四
〇
度
は
蝦
夷

と
国
家
側
の
境
界
線
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

北
緯
四
〇
度
論
は
富
樫
泰
時
氏
の
旧
石
器
時
代
か
ら
古
代
ま
で
続
く
東
北
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法
政
史
学　

第
七
十
六
号

五
四

北
部
の
文
化
境
界
線
論
を
嚆
矢
と
す
る
（
富
樫
一
九
七
四
「
円
筒
土
器
分
布

圏
が
示
す
も
の
」『
北
奥
古
代
文
化
』
第
六
号
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
域

差
が
生
じ
た
原
因
を
時
代
ご
と
に
検
証
せ
ず
に
歴
史
の
時
代
区
分
を
固
定
化

し
て
解
釈
さ
れ
る
危
険
性
、
北
緯
四
〇
度
を
超
え
た
文
化
の
動
態
が
過
小
評

価
さ
れ
る
危
険
性
、
さ
ら
に
地
域
差
が
一
本
の
線
で
画
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
接
壌
地
帯
は
モ
ザ
イ
ク
状
や
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
状
の
様
相
を
呈
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
二
〇
〇
六
「
北
上
盆

地
か
ら
み
た
東
北
北
部
の
古
代
社
会
」『
北
の
防
御
性
集
落
と
激
動
の
時
代
』

同
成
社
）。

　
　

三　

中
世
の
記
述

　

中
世
編
は
奥
六
郡
安
倍
氏
の
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
青
森
港
開
港
ま

で
が
扱
わ
れ
る
。「
第
一
章　

平
泉
・
鎌
倉
世
界
の
北
上
と
在
地
勢
力
の
拡
大
」

で
は
、
安
倍
氏
の
性
格
と
前
九
年
合
戦
の
経
緯
が
描
写
さ
れ
る
。
安
倍
氏
は

北
の
世
界
の
保
護
者
で
な
く
、
鎮
守
府
在
庁
と
し
て
軍
事
貴
族
と
の
姻
戚
関

係
を
結
び
、
在
地
支
配
を
強
め
て
い
っ
た
と
解
釈
す
る
。
安
倍
富
忠
に
つ
い

て
も
安
倍
氏
の
族
制
結
合
の
一
員
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

延
久
北
奥
蝦
夷
合
戦
、
後
三
年
合
戦
を
経
て
藤
原
清
衡
が
平
泉
に
本
拠
を

定
め
る
が
、
こ
の
間
に
青
森
県
域
に
津
軽
な
ど
の
郡
制
が
施
行
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
が
陸
奥
国
へ
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
海
路
で
は
な
く
南
の
陸
上
交
通

路
に
し
た
が
っ
て
延
久
合
戦
の
兵
が
進
み
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
量
の
移
民
も

行
わ
れ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
後
三
年
合
戦
前
の
清
原
真
衡
の

一
一
世
紀
後
半
あ
る
い
は
北
奥
の
新
体
制
を
築
い
て
い
っ
た
藤
原
清
衡
の

一
二
世
紀
初
め
の
二
説
を
紹
介
し
、
結
論
は
防
御
性
集
落
の
終
末
と
合
わ
せ

て
考
え
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

　

文
治
五
年
の
奥
州
合
戦
で
は
津
軽
安
藤
氏
の
同
族
と
思
わ
れ
る
人
物
の
活

躍
に
よ
っ
て
平
泉
藤
原
氏
も
源
頼
朝
軍
に
よ
っ
て
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
が
、
藤

原
氏
は
白
河
か
ら
外
浜
ま
で
の
奥
大
道
を
整
備
し
て
い
た
。
北
奥
の
道
筋
の

遺
跡
と
し
て
秋
田
県
大
館
市
矢
立
廃
寺
（
居
館
の
機
能
も
想
定
）
か
ら
青
森

県
平
川
市
古
館
遺
跡
（
一
一
世
紀
）
を
経
て
大
鰐
町
伝
高
伯
寺
跡
に
至
る
。

そ
こ
か
ら
東
西
ル
ー
ト
が
分
岐
し
、
東
の
乳
井
通
り
沿
い
に
は
八
幡
館
遺
跡
、

大
光
寺
城
・
大
光
寺
新
城
、
浪
岡
城
な
ど
一
二
世
紀
の
遺
構
遺
物
が
確
認
さ

れ
る
遺
跡
が
並
ぶ
。
西
側
ル
ー
ト
は
弘
前
市
堂
ヶ
平
経
塚
か
ら
中
崎
館
な
ど

の
遺
跡
を
結
ぶ
ル
ー
ト
で
、
東
西
ル
ー
ト
は
浪
岡
城
で
合
流
し
、
外
浜
に
入

る
と
想
定
さ
れ
る
。
奥
大
道
の
具
体
的
な
通
過
地
点
を
遺
跡
か
ら
想
定
し
た

も
の
で
、
興
味
深
い
。

　

鎌
倉
時
代
に
入
り
、
奥
羽
両
国
に
郡
の
地
頭
が
お
か
れ
、
鎌
倉
後
期
に
は

津
軽
平
賀
・
田
舎
・
鼻
和
・
山
辺
郡
は
北
条
得
宗
領
と
な
り
、
曽
我
・
工
藤
・

横
溝
氏
な
ど
の
地
頭
代
の
名
が
梵
鐘
銘
や
板
碑
に
み
え
る
。
外
浜
は
土
着
の

豪
族
安
藤
氏
の
所
領
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
外
浜
が
中
世
に
お
い
て
東
の

境
界
と
し
て
怪
異
の
出
現
、
追
放
す
る
場
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
犯
罪
者

や
穢
れ
の
追
放
す
る
境
界
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
解
説
さ
れ

る
。

　

津
軽
安
藤
氏
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
、
他
の
中
世
豪
族
と
異
な
り
、
蝦
夷

を
支
配
す
る
も
の
は
蝦
夷
で
あ
る
と
い
う
蝦
夷
系
譜
と
、
北
奥
の
覇
者
で
あ

る
安
倍
氏
に
連
な
る
安
倍
氏
系
譜
と
い
う
二
つ
の
系
譜
を
同
時
に
も
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
自
ら
の
北
方
世
界
な
い
し
蝦
夷
支
配
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
た

め
と
い
う
。
安
藤
氏
の
地
位
を
示
す
「
蝦
夷
管
領
」（
本
来
は
北
条
得
宗
家
の
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五
五

書
評
と
紹
介

任
で
、
安
藤
氏
は
代
官
。
そ
の
前
段
階
は
「
東
夷
成
敗
権
」
を
も
つ
鎌
倉
の

将
軍
の
現
地
執
行
者
と
し
て
安
藤
氏
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
）
は
二
つ
の

系
譜
を
根
拠
に
独
占
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

　

安
藤
氏
の
所
領
は
北
条
得
宗
家
の
被
官
と
し
て
津
軽
鼻
和
郡
、
西
浜
、
下

北
半
島
一
帯
に
あ
っ
た
が
、
安
藤
氏
は
山
の
民
、
海
の
民
で
あ
り
、
ま
た
蝦

夷
管
領
代
官
と
し
て
夷
島
産
品
を
確
保
す
る
大
規
模
な
交
易
活
動
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
安
藤
氏
が
他
の
地
頭
代
官
と
く
ら
べ
際

だ
っ
て
特
異
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
に
大
規
模
な
蝦
夷
叛
乱
、元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）

～
元
享
二
年
（
一
三
二
二
）
の
安
藤
氏
の
嫡
庶
を
め
ぐ
る
大
き
な
内
紛
（
津

軽
の
大
乱
）
が
起
き
る
。
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
に
な
っ
て
よ
う
や
く
和

談
と
な
る
が
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
一
因
に
こ
の
大
乱
が
影
響
し
た
と
さ
れ
る
。

　

近
年
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
外
浜
の
石
江
遺
跡
群
で
は
、
古
代
の
遺
構
遺

物
も
豊
富
で
あ
る
が
、
一
二
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
の
中
世
の
建
物
跡
な
ど

も
確
認
さ
れ
、
一
三
世
紀
ま
で
の
拠
点
的
性
格
、
一
四
世
紀
以
降
に
小
規
模

化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
史
料
と
遺
跡
の
相
関
が
読
み
取
れ

そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
遺
構
配
置
図
な
ど
が
わ
か
り
に
く
く
、
各
期
の
様
相

が
読
者
に
よ
く
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
「
第
二
章　

南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
へ
」
は
、
南
北
朝
期
の
津
軽
曾
我
氏
を

中
心
に
工
藤
氏
、
南
部
氏
ら
の
動
静
が
描
か
れ
る
。
最
終
的
に
は
南
部
氏
の

津
軽
制
覇
と
曾
我
氏
ら
の
滅
亡
に
向
か
う
流
れ
を
追
う
こ
と
と
な
る
。

　

安
藤
氏
は
、
北
条
氏
が
滅
び
足
利
尊
氏
や
北
畠
顕
家
が
鎮
守
府
将
軍
に
な
っ

て
蝦
夷
沙
汰
権
が
う
つ
っ
て
も
、
継
続
し
て
そ
の
代
官
職
を
確
保
し
続
け
た
。

安
藤
氏
の
拠
点
で
あ
る
十
三
湊
は
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
一
三
世
紀
初
め
に
町

並
み
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
五
所
川
原
市
山
王

坊
遺
跡
が
一
二
世
紀
末
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
十
三
湊
も
古
く
か
ら
運
営
さ

れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
十
三
湊
は
全
国
三
津
七
湊
の
最
北
に

位
置
し
、
北
日
本
世
界
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
安
藤
氏
は
古
く
か
ら
そ
の
湊
を
掌
握
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
は
秋
田
に
安
藤
氏
か
ら
分
か
れ
た
湊
家
が
成

立
し
、
十
三
湊
の
下
国
安
藤
氏
と
と
も
に
二
系
統
の
蝦
夷
管
領
が
存
在
す
る

こ
と
と
な
る
。
下
国
安
藤
氏
は
「
日
の
本
将
軍
」
と
の
呼
称
が
冠
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
十
三
湊
の
繁
栄
ぶ
り
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

明
応
年
間
、
戦
国
時
代
が
始
ま
る
と
北
奥
は
十
三
湊
の
下
国
安
藤
氏
、
秋

田
の
湊
安
藤
氏
、
浪
岡
北
畠
氏
、
三
戸
南
部
氏
の
四
大
勢
力
が
覇
を
競
う
よ

う
に
な
る
。
特
に
南
部
氏
は
津
軽
・
秋
田
方
面
へ
の
進
出
に
伴
い
、
下
国
・

湊
安
藤
氏
と
激
し
く
戦
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
下
国
安
藤
氏
の
北
海
道
へ

の
退
転
、
奥
羽
へ
の
復
帰
、
下
国
惣
領
家
の
滅
亡
、
一
族
の
檜
山
城
（
米
代

川
下
流
域
）
築
城
と
い
っ
た
安
藤
氏
の
変
転
が
解
説
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

節
目
に
は
南
部
氏
と
安
藤
氏
の
干
渉
勢
力
と
し
て
浪
岡
北
畠
氏
が
お
り
、
大

き
な
存
在
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
安
藤
氏
の
い
な
く
な
っ
た
十
三
湊

は
砂
の
堆
積
で
湊
と
し
て
の
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
他
の
湊
の
発
展
も
あ
っ

て
、
か
つ
て
の
繁
栄
も
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

本
章
の
最
後
に
、
青
森
市
域
の
中
世
遺
跡
が
い
く
つ
か
の
遺
跡
群
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
「
第
三
章　

乱
世
の
外
浜
」
は
南
部
氏
一
族
の
津
軽
へ
の
進
出
か
ら
始
め

ら
れ
る
。
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
の
ち
に
津
軽
氏
の
遠
祖
と
な
る
南
部
光

信
の
西
浜
種
里
へ
の
進
出
、
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
南
部
光
康
（
堤
弾
正
）
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の
現
在
の
青
森
市
街
地
に
あ
た
る
外
浜
堤
浦
へ
の
入
部
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

諸
伝
か
ら
堤
浦
の
港
湾
や
町
場
の
形
成
が
一
六
世
紀
以
降
で
あ
っ
た
と
想
定

し
て
い
る
。
そ
の
拠
点
と
し
て
堤
氏
の
横
内
城
が
外
浜
の
押
さ
え
と
し
て
重

要
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
埋
蔵
銭
（
備
蓄
銭
）
が
外
浜
で
一
〇
例

以
上
が
確
認
さ
れ
て
い
る
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
外
浜
は
陸
奥
湾
最
奥
部
を
境
に
東
の
外
浜
、
西
の
北
浜
に
分
か
れ

て
お
り
、
外
浜
は
堤
浦
（
包
宿
）
や
横
内
を
中
核
に
南
部
氏
が
支
配
し
、
北

浜
は
浪
岡
氏
の
傘
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
と
さ
れ
る
。
浪
岡
氏
の
系
図
的

検
討
も
為
さ
れ
て
い
る
。

　

北
浜
の
大
き
な
拠
点
と
し
て
油
川
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
中
世
奥

大
道
の
終
着
点
で
あ
る
と
同
時
に
夷
島
渡
航
の
出
発
点
で
あ
っ
た
国
境
の
町

で
あ
っ
た
油
川
は
、
そ
の
重
要
性
ゆ
え
大
浦
為
信
が
手
中
に
お
さ
め
よ
う
と

し
た
と
し
て
い
る
。
油
川
は
商
人
の
町
と
し
て
浄
土
真
宗
寺
院
な
ど
が
建
て

ら
れ
た
都
市
部
と
一
．
六
㎞
離
れ
た
油
川
城
の
二
元
構
造
か
ら
な
る
。
油
川

城
は
広
々
と
し
た
単
郭
の
城
で
、
交
易
で
訪
れ
た
蝦
夷
に
対
す
る
儀
礼
の
場

で
あ
っ
た
と
考
察
す
る
。

　

そ
し
て
大
浦
為
信
の
出
自
や
施
政
を
紹
介
し
な
が
ら
、
津
軽
に
基
盤
を
確

立
す
る
ま
で
の
様
子
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。
年
代
に
は
諸
説
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
南
部
氏
と
の
抗
争
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
浪
岡
北
畠
氏
を
滅
亡
さ
せ
、

最
終
的
な
津
軽
独
立
に
大
き
く
踏
み
出
し
た
の
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）

で
あ
っ
た
と
す
る
。
同
一
八
年
に
は
豊
臣
秀
吉
か
ら
津
軽
の
領
知
を
安
堵
さ

れ
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
は
高
岡
城
（
弘
前
城
）
築
城
を
開
始
す
る

こ
と
と
な
る
。
寛
永
初
年
の
青
森
開
港
に
つ
い
て
も
史
料
解
釈
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　

最
後
に
外
浜
の
古
代
～
中
世
の
宗
教
世
界
が
概
観
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
田

村
麻
呂
の
蝦
夷
征
討
は
開
拓
と
開
教
が
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

ま
た
田
村
麻
呂
と
と
も
に
九
世
紀
後
半
の
円
仁
に
よ
る
天
台
宗
の
開
教
、
伝

道
に
よ
っ
て
、
外
浜
の
蝦
夷
が
「
夷
」
意
識
を
附
着
さ
せ
ら
れ
た
「
着
夷
」

か
ら
「
夷
」
意
識
が
払
拭
さ
れ
た
「
脱
夷
」
に
向
か
う
と
い
う
新
た
な
宗
教

的
解
釈
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
臨
済
禅
と
真
言
密
教
に
よ
る
「
禅
密
体
制
」
を
北

条
氏
が
推
し
進
め
、
安
藤
氏
も
そ
の
実
践
が
求
め
ら
れ
、
寺
院
を
天
台
宗
か

ら
真
言
宗
に
改
宗
さ
せ
た
と
す
る
。
そ
れ
が
宗
教
的
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ

し
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
の
蝦
夷
の
反
乱
へ
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。

　

以
上
、
中
世
を
概
観
し
て
き
た
が
、
評
者
は
中
世
の
門
外
漢
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
記
述
に
は
一
言
一
句
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
、
安
藤
氏
や
津
軽

氏
の
動
き
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
若
干
気
づ
い
た
点
を

述
べ
た
い
。
ま
ず
大
浦
（
の
ち
津
軽
）
為
信
が
反
乱
者
（
六
二
六
頁
）、
侵
入

者
（
六
二
九
頁
）
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
世
に
は
津
軽
氏

の
領
内
で
あ
っ
た
青
森
市
の
市
史
と
し
て
こ
の
表
現
は
一
種
驚
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
一
方
に
与
す
る
表
現
は
近
年
の
歴
史
学
で
は
避
け
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
反
乱
や
侵
入
は
史
書
が
残
さ
れ
て
い
る

側
の
一
方
的
な
見
方
を
示
し
、
あ
る
い
は
現
代
で
は
当
た
り
前
の
平
和
主
義

か
ら
の
見
方
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

ま
た
南
部
氏
の
扱
い
で
、
津
軽
に
古
く
か
ら
展
開
す
る
南
部
氏
が
三
戸
南

部
氏
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
戸
南
部
氏
の
台
頭
時
期
に
つ

い
て
は
諸
説
あ
り
、
近
年
で
は
戦
国
期
な
ど
比
較
的
新
し
い
時
期
か
ら
の
台

頭
が
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
発
掘
調
査
か
ら
も
根
城
（
八
戸
）
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五
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書
評
と
紹
介

南
部
氏
の
勢
力
が
三
戸
南
部
氏
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
は
も
っ
と
評
価
さ
れ

て
良
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
外
浜
の
宗
教
世
界
の
う
ち
古
代
に
お
け
る
解
釈
は
き
わ
め
て
斬

新
で
あ
る
が
、
方
法
論
的
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
古
代
国
家
が
蝦
夷
の
地
へ

の
侵
出
と
仏
教
や
神
道
の
北
進
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
理
解

で
き
る
も
の
の
、「
伝
説
も
歴
史
の
う
ち
」
と
し
て
、
寺
社
の
創
建
年
代
や
創

建
者
に
つ
い
て
寺
伝
等
を
未
検
証
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。
考
古
学
的
資
料

か
ら
は
八
世
紀
末
～
九
世
紀
初
頭
の
仏
教
的
徴
証
は
田
村
麻
呂
が
「
征
討
」

対
象
と
し
た
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
は
る
か
北
に
位
置
す
る
外

浜
で
は
蝦
夷
集
落
そ
の
も
の
が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
、
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世

紀
の
北
奥
で
は
錫
杖
状
鉄
製
品
や
耳
皿
、
祭
祀
遺
物
な
ど
、
内
国
の
仏
教
、

神
道
と
は
か
な
り
変
形
し
た
形
で
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
本
書
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

た
だ
筆
者
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
史
実
の
如
何
で
は
な
く
、
伝
説
を

含
め
た
中
か
ら
古
代
蝦
夷
社
会
の
宗
教
観
を
理
解
し
、
あ
る
い
は
宗
教
に
よ

る
「
脱
夷
」
の
効
能
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
所

論
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
歴
史
学
や
考
古
学
的
手
法
と
の
突

き
合
わ
せ
作
業
が
課
題
で
あ
る
。

　

全
体
を
通
し
て
み
て
、
考
古
資
料
や
系
図
な
ど
の
史
料
の
取
り
上
げ
方
が

歴
史
叙
述
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
箇
所
が
散

見
さ
れ
た
。
特
に
評
者
が
考
古
学
を
専
ら
に
し
て
い
る
た
め
厳
し
い
見
方
に

な
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
ぐ
れ
た
素
材
で
あ
る
考
古
資
料
が
歴
史
を
語

る
段
階
ま
で
の
肉
付
け
が
為
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

　

ま
た
、
考
古
学
関
係
の
参
考
・
引
用
文
献
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
あ
る
。

随
所
で
先
行
研
究
や
異
説
を
紹
介
し
、
ま
た
明
ら
か
に
先
行
研
究
に
依
拠
あ

る
い
は
既
発
表
論
文
と
同
じ
論
点
の
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
出
典
が
巻

末
の
文
献
一
覧
に
な
い
。
紙
数
の
関
係
や
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
割
愛
し

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
期
の
研
究
者
で
な
け
れ
ば
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で

き
な
い
文
献
で
あ
り
、
通
史
と
は
い
え
出
典
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

　
　

お
わ
り
に

　

拙
文
は
、
書
評
と
い
う
に
は
一
方
的
過
ぎ
る
評
価
が
目
立
つ
文
章
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
限
ら
れ
た
時
間
の
中
よ
り
多
く
の
こ
と
を
伝
え
た
い
と
奮
闘

し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ

た
各
執
筆
者
が
こ
だ
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
記
述
や
書
評
で
取
り
上
げ
る
べ
き
新

た
な
論
点
を
理
解
せ
ず
に
、
枝
葉
末
節
の
評
に
な
っ
た
こ
と
は
評
者
の
学
の

浅
さ
に
よ
る
も
の
で
、
ご
寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
。

　

最
後
に
、
本
書
の
多
く
の
す
ぐ
れ
た
点
の
う
ち
い
く
つ
か
を
記
し
て
、
拙

文
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
ず
自
治
体
史
の
刊
行
を
継
続
事
業
と

し
て
進
め
て
い
る
こ
と
へ
敬
意
を
表
し
た
い
。
評
者
の
住
む
岩
手
県
や
盛
岡

市
で
は
数
十
年
前
に
自
治
体
史
が
編
ま
れ
た
が
、
発
掘
調
査
資
料
の
膨
大
な

蓄
積
、
史
料
の
新
発
見
や
閲
覧
可
能
化
に
よ
り
基
礎
資
料
が
大
幅
に
増
え
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
旧
稿
を
あ
ら
た
め
る
気
運
は
な
く
、
古
い

記
述
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
青
森

市
は
じ
め
自
治
体
史
の
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
羨
望
で
さ
え
あ
る
。

　

ま
た
最
新
の
知
見
が
集
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
既
に
資

料
編
で
多
く
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
巻
で
青
森
市
内
は
も
ち
ろ
ん
県
内

03書評と紹介76.indd   57 11.11.1   2:46:28 PM

Hosei University Repository



法
政
史
学　

第
七
十
六
号

五
八

の
考
古
資
料
や
文
献
史
料
が
そ
の
意
義
を
付
与
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
市
民
は
じ
め
県
外
な
ど
多
く
の
人
が
個
々
の
資
料
の
重
要
性
を

認
識
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
化
財
保
護
に
も
大
き
く
役
立
つ
こ
と
と
思
わ
れ

る
。

　

そ
し
て
青
森
市
を
中
心
に
し
た
各
時
代
の
特
徴
が
明
確
に
な
り
、
青
森
の

歴
史
的
風
土
を
考
え
る
上
で
の
基
本
資
料
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

青
森
の
歴
史
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
、
他
地
域
と
の
比
較
も
可

能
に
な
り
、「
青
森
と
は
何
か
」
を
問
う
と
き
、
必
携
の
書
と
な
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　

地
域
の
歴
史
を
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
巻
は
こ
れ
か
ら
数
十
年
、
青

森
市
や
そ
の
周
辺
の
歴
史
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
多
く
の
読
者
に
読
み
つ
が
れ
て

い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
二
〇
一
一
年
三
月
刊　

Ａ
５
判　

七
五
八
頁
＋
付
図　

頒
布
価
格
六
九
三
〇

円　

青
森
市
）
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