
長

谷

川
成

一
･
村

越

潔

･
小

口
雅
史

･
斉
藤

利
男

･
小
岩

信
竹

共
著

『青
森
県
の
歴
史
』
(新
版
県
史
シ
リ
ー
ズ
2
)

福
井

敏
隆

本
書
は
､
五
人
の
著
者
に
よ

っ
て
協
同
執
筆
さ
れ
た
青
森
県
の
通
史
で
あ
る
｡
こ

の
シ
リ
ー
ズ

の
旧
版
は
､

一
九
七

〇
年
宮
崎
道
生
氏
に
よ

っ
て
著
さ
れ
た
が
､
実
に

三
十
年
ぶ
り
の
新
版

で
あ
る
｡

こ
の
間
､
河
出
書
房
新
社

の

『
図
説
青
森
県
の
歴

史
』

(
一
九
九

一
年
刊
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
'
図
説
と
し
て
編
集
さ
れ
た
た
め
へ

本
県
の
通
史
と
し
て
は
不
十
分
な
面
が
あ

っ
た
｡
そ
の
た
め
'
本
書
の
刊
行
に
は
待

望
久
し
い
も
の
が
あ
る
｡
多
く
の
方

々
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
の
は
'
筆

者
ば
か
り
で
は
な

い
と
思
う
｡

そ
れ
で
は
本
書

の
構
成
と
執
筆
者
を
見
て
み
よ
う
｡

原

始

丁
章

青
森
県
の
要
明

古

代

二
章

三
幸

中

世

四
章

玉
章

近

世

六
章

七
草

八
草

近
現
代

九
章

十
章

古
代
蝦
夷

の
時
代

北

の
激
動
の
時
代
･-
古
代
か
ら
中
世

へ

鎌
倉

･
建
武
政
権
と

｢北
の
中
世
｣

躍
動
す
る
北
の
世
界

近
世
北
奥
世
界
の
開
幕

藩
政

の
展
開
と
北
奥
民
衆

の
世
界

藩
政

の
崩
壊
と
北
奥
民
衆

近
代
の
青
森
県

現
代
社
会

の
出
発

村
越

潔
氏

小
口

雅
史
氏

斉
藤

利
男
氏

長
谷
川
成

一
氏

小
岩

信
竹
氏

執
筆
者
は
い
ず
れ
も
'
本
県
の
考
古
学

･
歴
史
学
研
究
の
最
先
端
で
活
躍
さ
れ
て

い
る
方

々
で
あ
り
､
こ
れ
以
上
望
み
様

の
な
い
執
筆
陣
で
あ
る
｡
ま
た
'
構
成
を

一

見
し
て
わ
か
る
の
は
'
三
章
か
ら
八
草
ま
で

｢北
｣
と

｢北
奥
｣
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

l
章
の

7
二

一節
に
も

｢北
方
｣
･
｢最
北
｣
と
い
う
語

句
が

つ
い
て
お
り
､
文
字
通
り

｢北
｣
を
意
識
し
た
内
容
と
な

っ
て
い
る
｡

こ
の
点

を
長
谷
川
氏
は
序
文

｢風
土
と
歴
史
｣
に
お
い
て
'
本
県
の
歴
史
を

｢北
方
世
界
と

の
交
流
が
育
む
歴
史
｣
と
し
て
総
括
し
て
お
り
'
従
来
の

｢未
開
｣
｢辺
境
｣
｢み
ち

の
く
｣
と
い
っ
た
暗
い
〟

負

の
視
点
″

は
見
ら
れ
な

い
｡

そ
れ
で
は
'
順
次
各
章

の
内
容
を
紹
介
し
､
気
の
付
い
た
点
を
述

べ
て
い
く
こ
と

に
す
る
｡

一
章
は
本
県
の
旧
石
器
時
代
か
ら
弥
生
時
代
ま
で
を
扱

っ
て
い
る
｡

こ
こ

で
は
､
旧
石
器
時
代
の
大
平
山
元

Ⅰ
遺
跡
の
記
述
'
縄
文
時
代
の
固
定
観
念
を
崩
し

た
三
内
丸
山
遺
跡
の
記
述
､
弥
生
時
代
の
水
田
が
発
見
さ
れ
た
垂
柳
遺
跡
や
砂
沢
遺

跡
の
記
述
が
興
味
深
い
｡
垂
柳
遺
跡
に

つ
い
て
は
焼
米
や
籾
痕
の
つ
い
た
土
器
の
存

在
が
旧
版

の
記
述
に
み
ら
れ
'

こ
の
遺
跡
の
研
究
が
長
い
歴
史
を
持

っ
て
い
る
こ
と

を
感
じ
さ
せ
る
o
近
年
は
縄
文
時
代
と
い
う
と
三
内
丸
山
遺
跡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
が
､
亀

ケ
同
遺
跡

の
持

つ
重
要
性
に

つ
い
て
の
記
述
も
見
逃
せ
な

い
｡
ま
た
､

三
内
丸
山
遺
跡
に

つ
い
て
の
'
縄
文
都
市

･
人
口

･
範
囲
に

つ
い
て
の
コ
ラ
ム
は
'

辛

口
で
あ
り
こ
の
遺
跡
の
実
態
が
ま
だ
確
定
は
し
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
予
悲

さ
せ
て
く
れ
る
｡

二
幸
で
は
律
令
政
権

の
浸
透
と

｢
エ
ミ
シ
｣
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
が
'
日
本
で
高
ま

っ
た
中
国
風
の
中
華
思
想
が
'
差
別
意
識
を
こ
め

て
東
方
の
辺
民
を

｢蝦
夷
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
過
程
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
｡
斉

明
天
皇
時
代

の
阿
倍
比
羅
夫
の

｢北
征
｣
に

つ
い
て
の
記
述
も
詳
し
い
｡
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三
章
で
は
十
世
紀
後
半
か
ら
十

1
世
紀
に
か
け
て
の
北
の
防
御
性
集
落
で
あ
る
高

屋
敷
館
遺
跡

(浪
岡
町
)
の
記
述
に
注
目
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
後
三

条
天
皇
に
よ
る
政
治
改
革
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
た
北
方
政
策
､
延
久
の
合
戦
に
つ

い
て
も
､
同
天
皇
の
時
代
に
古
代
か
ら
中
世

へ
の
時
代
の
画
期
を
求
め
る
要
因
の

一

つ
と
し
て
お
り
､
延
久
の
荘
園
整
理
令
と
並
ん
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
｡
高
校
で
日
本
史
を
教
え
て
い
る
筆
者
に
と
つ
て
は
見
逃
せ
な
い
問
題
を
含
ん
で

い
る
記
述
で
あ
る
｡
な
お
'
二

･
三
章
を
通
し
て
気
が
付
く
の
は
､
最
近
の
考
古
学

の
発
掘
調
査
の
成
果
が
大
幅
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

コ
ラ
ム
に
あ

る

｢夫
｣
文
字
の
謎
も
そ
の

1
例
で
あ
り
､
興
味
深
い
O

四
章
で
は
安
藤
氏
を
中
心
に
､
得
宗
領
と
安
藤
氏
に
与
え
ら
れ
た

｢東
夷
成
敗
｣

権
､
文
永

エ
ゾ
反
乱
と
津
軽
大
乱
の
関
係
'
南
北
朝
合

一
後
の
応
永
の
エ
ゾ
反
乱
に

つ
い
て
記
述
を
し
て
い
る
｡
但
し
､
安
藤
氏
の
記
述
の
み
が
多
く
､
曽
我
氏
や
工
顔

氏
と
い
っ
た
他
の
鎌
倉
武
士
に
つ
い
て
の
記
述
が
極
端
に
少
な
い
の
は
通
史
と
し
て

は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

五
章
で
は
安
藤
氏

･
南
部
氏

･
ア
イ
ヌ
民
族
を
基
軸
に
､
北
の
世
界
の
動
乱
と
変

貌
を
戦
国
期
ま
で
記
述
し
て
い
る
｡
こ
の
な
か
で
は
､
中
世
都
市
十
三
湊
の
繁
栄
が

最
近
の
発
掘
調
査
を
も
と
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
､
当
時
の
十
三
湊
が
取
り
結
ん
で
い

た

｢人
と
も
の
｣
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
､
若
狭
小
浜

･
越
前
敦
賀
な
ど
を
介
し
て
､

は
る
か
西
の
中
国

･
九
州
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
紹
介
し
て
い
る
｡

な
お
､
津
軽
為
信
の
出
自
に
つ
い
て
､
南
部
側
の
史
料
を
重
視
し
､
久
慈
信
義
の

弟
平
蔵
為
信
が
､
津
軽
に
行
き
大
浦
氏
の
養
子
と
な

っ
た
と
い
う
説
を
､
津
軽
家
当

主
の
名
乗
り
が
二
代
信
枚
か
ら
五
代
信
寿
ま
で
代
々

｢平
蔵
｣
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
を
根
拠
に
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
｡

六
章
は
豊
臣
秀
吉
の
統

7
政
権
樹
立
と
北
奥
の
動
き
､
つ
ま
り
南
部
信
直
と
津
軽

為
信
が
近
世
大
名
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
過
程
を
中
心
に
､
盛
岡
藩
と
弘
前
藩
の

成
立
が
記
述
さ
れ
て
い
る
O

コ
ラ
ム
で
江
戸

･
大
坂
や
京
都
な
ど
と
異
な
る
既
婚
女

性
が
眉
刷
り
を
し
な
い
風
習
を
あ
げ
て
い
る
の
は
､
民
衆
史
の
面
か
ら
興
味
深
い
も

の
と
言
え
よ
う
O

七
草
は
藩
政
確
立
後
の
新
田
開
発

･
鉱
山
開
発
と
海
運
の
発
達
や
流
通
の
実
態
を

取
り
上
げ
る

1
方
､
北
奥
の
民
衆
の
生
業
や
生
活
に
つ
い
て
の
記
述
も
詳
し
い
.
特

に
､
前
者
の
部
分
で
は
寛
文
蝦
夷
蜂
起
に
つ
い
て
'
後
者
の
部
分
で
は
盛
岡
藩

･
弘

前
藩
領
内
に
住
む
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
動
向
に
つ
い
て
記
述
が
あ
り
目
配
り
が
き
い
て

い
る
｡
ま
た
､
学
問
と
文
化
の
発
達
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
､
民
俗
学
の
成
果
が
敬

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
'
ね
ぶ
た

･
法
霊
祭
礼

‥
え
ん
ぶ
り

･
虫
送
り
な
ど
に
つ
い
て

の
記
述
が
み
ら
れ
る
｡
ま
た
､
武
士
以
外
の
庶
民
の
旅
や
教
養
に
も
触
れ
て
い
る
点

は
､
こ
の
分
野
の
研
究
が
進
ん
で
来
て
い
る
現
れ
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
弘
前
藩
に

お
け
る
蘭
学
の
開
始
時
期
を
'
細
川
家
か
ら
養
子
に
は
い
っ
た
十
二
代
承
昭
の
提
言

に
求
め
､
幕
末
の
町
医
佐
々
木
元
俊
が
稽
古
館
で
教
授
し
て
か
ら
本
格
的
に
な

っ
た

と
し
て
い
る
の
は
､
い
さ
さ
か
遅
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
｡
寛
政
期
に
す
で
に
江
戸
の

芝
蘭
堂
で
蘭
学
を
学
ん
で
い
る
在
村
医
が
存
在
す
る
L
t
化
政
期
に
は
藩
医
の
中
に

蘭
学
を
学
ん
で
い
る
者
が
か
な
り
お
り
､
蘭
学
の
浸
透
に
つ
い
て
は
時
期
を
早
め
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

八
章
は
藩
政
改
革
､
蝦
夷
地
警
備
の
負
担
､
戊
辰
戦
争
､
明
治
維
新
､
と
近
代

へ

つ
な
が
る
時
期
を
記
述
し
て
い
る
｡
こ
の
時
期
は
藩
政
の
建
て
直
し
を
迫
ら
れ
た
時

期
で
あ
っ
た
が
'
蝦
夷
地
に
出
稼
ぎ
に
行
く
た
く
ま
し
い
民
衆
の
姿
も
み
ら
れ
た
時

期
で
あ
り
､
田
名
部
通

一
摸

･
民
次
郎

一
摸

･
稗
三
合

一
漠
に
代
表
さ
れ
る
､
立
ち
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上
が
る
民
衆
の
姿
が
み
ら
れ
た
時
期
で
も
あ

っ
た
｡
ま
た
､
安
藤
昌
益
に
関
す
る
新

史
料
が

コ
ラ
ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
､
享
保
期
に
昌
益
は
京
都
で
味
岡
三
伯
に

つ
い
て
儒
医
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
'

二
≡

九
頁
に
史
料
写
真

｢標
符

(弘
前
藩
)
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
史
料
を

｢標
符
｣
と
断
定
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
｡
｢標
符
｣
は
通
帳
形
式
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
､
こ
の
史
料
は
米
切
手
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
そ
れ
に
し
て
も
､
七

･
八
章
は
従
来
記
述
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
氏

衆
の
生
活
が
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
方
面
の
研
究
が
着
実
に
深
ま

っ
て

い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
｡

九

･
十
章
の
近
現
代
は

『
青
森
県
の
百
年
』
(山
川
出
版
社

一
九
八
七
年
刊
)

が
あ
る
た
め
か
､
比
較
的
簡
略
な
記
述
に
な

っ
て
い
る
｡
九
章
は
青
森
県
の
成
立
か

ら
､
明
治

･
大
正
か
ら
昭
和
二
十
年
の
太
平
洋
戦
争
終
戦
ま
で
を
扱

っ
て
い
る
｡
こ

の
中
で
は
大
正
二
年
の
凶
作
に
つ
い
て
の
記
述
が
大
正
期
を
特
徴
付
け
る
だ
け
で
な

く
､
東
北
青
森
県
の
戦
前
を
物
語
る

一
つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
昭
和
に
な

っ

て
教
育
も
戦
時
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
記
述
の
な
か
に
､
中
学
校
や
高

等
学
校
の
生
徒
が
勤
労
奉
仕
や
学
徒
動
員
に
駆
り
出
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
あ

っ
て

も
､
高
等
女
学
校
の
生
徒
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
の
は
片
手
港

ち
で
あ
る
と
思
う
｡

十
章
は
戦
後
の
青
森
県
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
､
紙
幅
の
都
合
か
特
に
簡
略

で
あ
る
｡
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
米
の
耐
冷
品
種
改
良
の
歩
み
は
､
大
正
二
年
の

凶
作
に
対
す
る
青
森
県
の
克
服
状
況
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
青
森
県
の
米
の

反
収
が
全
国
首
位
に
な

っ
た
の
は
昭
和
五
十
年
代
で
あ
る
が
､
現
在
も
常
に
上
位
に

は
い
っ
て
お
り
'
り
ん
ご
栽
培
が
飛
躍
的
に
生
産
額
を
伸
ば
し
た
こ
と
と
並
ん
で
､

青
森
県
農
業
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
､
巨
大
開
発
の
進
展
で
は
､
む

つ
製
鉄

･
原
子
力
船
む
つ
･
フ
ジ
製
糖
の
失
敗
に
続
く
む
つ
小
川
原
開
発
の
現
状
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
､
当
初
の
計
画
と
は
違

っ
て
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
誘
致
が

行
わ
れ
､
全
国
の
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
事
業
が

ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
の
か
､
歴
史
的
に
も
注
意
深
く
見
守

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
田
･j
Aつ
0

な
お

｢あ
と
が
き
｣
で
､
長
谷
川
氏
が

｢原
稿
の
提
出
が
遅
滞
気
味
だ

っ
た
こ
と

か
ら
時
間
的
余
裕
が
な
く
､
執
筆
者
相
互
の
連
絡
や
調
整
が
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
た

と
は
言
い
が
た
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
各
章
間
で
の
敵
酷
や
不
統

一
が
多
少
見
ら
れ
た

こ
と
は
残
念
で
あ

っ
た
｡
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
､
確
か
に
敵
酷
や
不
統

一
が
み

ら
れ
た
所
も
あ
っ
た
が
､
共
同
執
筆
の
場
合
い
た
し
か
た
が
な
い
で
あ
ろ
う
｡

以
上
'
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
っ
つ
､
批
評
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
｡

筆
者
は
近
世
史
を
専
攻
と
す
る
者
で
あ
り
､
全
体
に
渡

っ
て
十
分
な
内
容
把
握
が
で

き
る
力
量
は
な
い
｡
思
い
違
い
や
理
解
が
十
分
で
な
い
部
分
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
ず
､

そ
の
点
は
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

(山
川
出
版
社
t
B
6
版
､
三
二
四
頁
､
本
体

一
九

〇
〇
円
､
二
〇
〇
〇
年
二
月
刊
)

(ふ
く
い

･
と
し
た
か

青
森
県
立
弘
前
中
央
高
等
学
校
教
諭
)
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