
〔書
評
と
紹
介
〕

『新
編
弘
前
市
史
』
通
史
編
2
(近
世
-
)

渡
辺

英
夫

本
書
は

『
新
編
弘
前
市
史
』
通
史
編
全
五
巻
の
第
二
巻
に
あ
た
り
､

1
六
世
紀
後

半
の
豊
臣
政
権
期
か
ら
､
お
お
む
ね

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
を
扱
い
､
近
世
津
軽
領
の

政
治
と
経
済
を
中
心
に
記
述
し
て
い
る
｡
こ
こ
で

｢津
軽
領
｣
と
あ
る
の
が
以
下
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
｡
全
四
章
か
ら
な
る
そ
の
目
次
を
示
そ
う
｡

第

一
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
二
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
三
章

第

一
節

第
二
節

統

一
政
権
と
北
奥
の
動
向

大
浦
氏
の
統

一
政
権

へ
の
接
触

天
正
十
八
年
の
奥
羽
日
の
本
仕
置
と
北
奥

九
戸

一
漢
と
肥
前
名
護
屋

へ
の
出
陣

豊
臣
政
権

へ
の
軍
役

幕
藩
体
制
の
成
立

徳
川
政
権
と
津
軽
氏
の
動
向

藩
体
制
の
成
立

高
岡
築
城
と
城
下
町
の
成
立

近
世
前
期
の
商
品
流
通
と
交
通
の
整
備

幕
藩
体
制
の
確
立

確
立
期
に
お
け
る
藩
政
の
動
向

土
地
制
度
の
確
立
と
前
期
農
政
の
展
開

第
三
節

西
廻
海
運
と
上
方
市
場

第
四
節

信
政
以
後
の
政
治
動
向

第
五
節

弘
前
城
下
の
発
展

第
四
章

幕
藩
体
制
の
動
揺
と
民
衆

第

一
節

藩
体
制
の
動
揺

第
二
節

対
外
危
機
と
寛
政
改
革

第
三
節

蝦
夷
地
警
備
と
化
政
期
の
藩
政

第
四
節

天
保
飢
健
と
藩
政

第
五
節

安
政
の
開
港
と
蝦
夷
地
警
備

こ
れ
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
､
近
世
社
会
の
成
立
過
程
か
ら
天
保
飢
僅

･
安
政
開

港
ま
で
の
約
三
〇
〇
年
弱
に
お
よ
ぶ
津
軽
藩
の
歴
史
が
､
A
5
判
本
文
七
四
二
頁
に

凝
縮
さ
れ
て
い
る
｡
幕
末
政
局
か
ら
戊
辰
戦
争

･
廃
藩
置
県

へ
と
続
く
明
治
維
新
の

政
治
過
程
は
､
次
の
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
｡
本
書

｢ま
え
が
き
｣
に
よ
れ

ば
､
『
同
市
史
』
の
通
史
編
は
､
第
二

二
二
巻
が
近
世
を
扱
い
､
第
五
章
か
ら
第
八

章
ま
で
の
四
章
を
第
三
巻
に
配
置
し
て
､
安
政
期
以
降
の
政
治
情
勢
と
藩
政
期
の
氏

衆
の
生
活
や
生
業
､
文
化
や
信
仰
に
関
す
る
内
容
を
扱
う
予
定
だ
と
い
う
｡
全
五
巻

の
内
の
二
巻
を
割
い
て
津
軽
藩
の
歴
史
に
当
て
て
い
る
こ
と
は
､
現
在
の
弘
前
市
を

考
え
る
上
で
弘
前
市
民
が
如
何
に
近
世
社
会
を
重
要
視
し
て
い
る
か
を
反
映
し
て
い

る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
本
書
巻
末
に
は

｢弘
前
藩
庁
日
記
｣
を
は
じ
め
二
七
点
に

お
よ
ぶ
史
料
解
題
が
添
え
ら
れ
て
お
り
､
簡
潔
明
瞭
に
的
を
射
た
説
明
が
本
文
の
理

解
を
助
け
て
い
る
｡

本
書
は
市
史
と
い
う
性
格
上
､
通
例
の
自
治
体
史
叙
述
の
形
式
に
則
っ
て
お
り
､

記
述
の
内
容
は
目
次
に
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
各
章
ご
と
の
内
容
紹
介
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は
避
け
'
い
く
つ
か
気
付
い
た
点
を
あ
げ
'
評
者
の
責
め
を
塞
ぎ
た
い
｡
そ
の
観
点

は
次
の
三
つ
で
あ
る
｡
第

一
に
は
構
成
上
の
問
題
'
第
二
に
表
記
上
の
問
題
'
そ
し

て
市
民
の
視
点
と
い
う
三
点
で
あ
る
｡
評
者
は
現
在
秋
田
県
内
の
あ
る
自
治
体
史
の

編
纂
に
関
与
し
て
お
り
'
い
ず
れ
も
そ
の
切
実
な
問
題
関
心
か
ら
出
発
し
て
い
る
｡

最
初
に
'
各
章
の
分
量
を
確
認
す
る
と
'
第

一
章

一
一
六
頁
'
第
二
章

一
二

一頁
'

第
三
章

一
六
六
頁
'
第
四
章
三
四
八
頁
と
な

っ
て
'
第
四
章
の
多
さ
が
際
だ
っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
第
二

･
三
章
を
合
わ
せ
た
分
よ
り
も
多
く
'
本
書
の
半
分
に
及
ば
ん
と

す
る
分
量
を
占
め
て
い
る
｡
依
拠
史
料
の
多
さ
に
関
わ
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
'

読
み
手
側

へ
の
配
慮
も
必
要
だ
ろ
う
｡

第
二
章

｢幕
藩
体
制
の
成
立
｣
と
第
三
章
で
扱
う
そ
の

｢確
立
｣
と
は
ど
う
違
う

の
か
｡
｢成
立
｣
と

｢確
立
｣
と
い
う
言
葉
の
問
題
以
上
に
'
津
軽
藩
の
藩
体
制
そ

の
も
の
に
つ
い
て
'
読
み
取
り
に
く
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
｡
第
二
章
第
三
節
第
≡

項

｢家
臣
団
の
成
立
と
知
行
宛
行
｣
で
は
'
｢弘
前
藩
の
家
臣
団
の
成
立
過
程
を
厳

密
に
解
明
す
る
こ
と
は
'
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
｣
と
し
た
上
で
'
藩
主

か
ら
家
臣

へ
の
知
行
宛
行
の
事
例
が
い
く
つ
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'

本
文
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
家
臣
団
編
成
の
全
体
像
は
見
え
て
こ
な
い
｡
続
く
第
三
辛

第

一
節
第

一
項

｢四
代
信
政
政
治
の
動
向
と
支
配
機
構
の
整
備
｣
で
も
'
｢信
英
と

家
老
た
ち
が
合
議
な
い
し
は
相
談
の
上
で
藩
政
を
進
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
t

L
か
L
t
こ
の
時
期
藩
の
支
配
機
構
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
'
史
料
不
足

の
た
め
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
で
き
な
い
｣
の
だ
と
い
う
｡
そ
し
て
'
寛
文
二
年
'

信
英
の
死
に
よ
っ
て
後
見
政
治
が
終
蔦
L
t
四
代
藩
主
津
軽
信
政
の
時
代
に
な
っ
て

よ
う
や
く
藩
政
機
構
の
具
体
像
に
話
し
が
及
ぶ
｡
し
か
し
'
番
方
と
役
方
に
分
け
た

そ
の
説
明
は
前
者
に
力
点
が
置
か
れ
'
民
政

･
財
政
に
わ
た
る
役
方
の
組
織
編
成
に

つ
い
て
は
描
き
切
れ
て
い
な
い
｡
第
二
章
'
三
章
で
は
青
森
城
代
や
町
奉
行
'
そ
し

て
評
定
所
と
い
っ
た
役
方
の
組
織
に
関
す
る
文
言
が
説
明
な
し
に
登
場
し
'
読
む
側

を
混
乱
さ
せ
る
｡
史
料
の
少
な
い
時
期
を
扱

っ
た
第
二

･
三
章
で
は
'
藩
政
機
構
'

役
方
の
組
織
編
成
な
ど
内
容
に
よ
っ
て
は
共
通
の
節
に
ま
と
め
て
説
明
し
た
方
が
よ

い
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
あ
る
い
は
'
第
二
章
第
四
節
と
第
三
章
第
三
節

の
流
通
や
市
場
に
関
す
る
部
分
も
連
続
面
で
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
叙
逮

の
中
で
こ
そ
'
城
下
町
と
し
て
で
は
な
く
湊
町
と
し
て
開
設
さ
れ
た
は
ず
の
青
森
に

城
代
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
説
明
す
る
の
に
容
易
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡

つ
ま
り
'
藩
体
制
に
関
し
て
は
成
立
と
確
立
と
を
あ
え
て
区
別
し
な
く
て
も

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
読
後
感
は
'
む
し
ろ

一
連
の
成
立
過
程
を
扱

っ
て
い
る

と
い
う
印
象
が
強
い
｡
で
あ
れ
ば
'
史
料
の
多
い
宝
暦

･
天
明
期
以
降
を
扱

っ
た
第

四
章
を
飢
健
と
農
村
問
題
'
蝦
夷
地
警
備
と
藩
政
の
展
開
と
い
う
括
り
で
二
章
に
分

け
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

順
序
が
逆
に
な
る
が
'
政
治
過
程
を
扱

っ
た
第

一
章
の
ト
ー
ン
の
違
い
は
歴
然
と

し
て
い
る
｡

ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
た
註
の
詳
細
さ
が
目
に
つ
く
｡
い
ず
れ
も
論
述
の

基
に
な
っ
た
専
門
研
究
の
表
示
だ
が
'
そ
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
｡
読
む
う
ち
に
吹

第
に
慣
れ
'
第
二
章
以
降
に
読
み
進
む
と
第

一
章
の
註
の
多
さ
を
改
め
て
実
感
す
る

こ
と
に
な
る
｡
そ
の
理
由
は
'
註
に
挙
げ
る
参
考
文
献
の
基
準
の
違
い
に
あ
る
｡
第

二
章
以
降
は
'
基
本
的
に
個
別
津
軽
領
の
問
題
を
解
析
し
た
研
究
を
中
心
に
取
り
上

げ
て
い
る
の
に
対
し
'
第

一
章
で
は
章
題
の

｢統

一
政
権
と
北
奥
の
動
向
｣
に
関
わ

る
専
門
研
究
の
大
半
が
註
記
さ
れ
て
い
る
｡
豊
臣
政
権
の
基
本
政
策
を
論
じ
た
研
究

は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
第
二
章
以
降

で
も
確
か
に
幕
政
の
基
本
を
論
じ
た
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
'
か
な
り
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紋
り
込
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
藩
体
制
に
関
す
る
研
究
や
､
城
下
町
や
農
村

社
会
､
商
品
流
通
に
関
す
る
基
礎
研
究
を
津
軽
近
隣
諸
地
域
に
だ
け
求
め
て
も
'
註

に
あ
げ
き
れ
な
い
分
量
に
な
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
､
第

一

章
と
そ
れ
以
降
で
は
､
註
記
の
基
準
が

一
致
し
て
い
な
い
の
は
確
か
だ
｡

自
治
体
史
編
纂
の
悩
ま
し
い
現
実
が
､
こ
こ
に
露
呈
さ
れ
る
｡
評
者
も
､
い
ず
れ

間
違
い
な
く
こ
の
間
題
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
第

一
章
は
､
津
軽
氏

や
北
奥
大
名
に
限
ら
ず
､
よ
り
広
い
奥
羽
の
諸
大
名
を
取
り
上
げ
て
､
彼
ら
が
統

一

政
権
と
ど
う
関
係
を
作
っ
て
い
っ
た
か
､
こ
の
間
題
を
包
括
的
に
論
じ
た
優
れ
た
歴

史
叙
述
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ま
で
の
自
治
体
史
に
な
い
第

一
級
の
概
説
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
市
民
向
け
の
概
説
書
に
確
実
で
最
新
の
学
界
の

成
果
を
反
映
さ
せ
た
い
と
い
う
執
筆
者
の
良
心
が
､
逆
に
市
民
に
は
読
み
に
く
い
形

を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
点
､
解
決
の
難
し
い
問
題
と

し
て
､
こ
こ
に
あ
え
て
提
示
し
て
お
き
た
い
｡

次
に
､
本
作
り
の
観
点
か
ら
表
記
上
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
｡
大
浦

為
信
､
津
軽
為
信
､
南
部
右
京
亮
､
津
軽
右
京
亮
､
津
軽
左
京
亮
､
そ
し
て
津
軽
弘

前
藩
と
い
う
呼
称
の
問
題
で
あ
る
｡
津
軽
藩
の
初
代
藩
主
を
指
す
名
称
が
統

一
さ
れ

て
い
な
い
点
で
あ
る
｡
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
は
､
相
手
や
場
面
に
応
じ
て
名
称
を

使
い
分
け
た
り
､
時
期
に
よ
り
名
前
を
変
え
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
し
か

し
､
そ
う
し
た
史
料
文
言
を
そ
の
ま
ま
歴
史
叙
述
に
用
い
た
の
で
は
読
み
手
が
混
乱

す
る
O
叙
述
に
当
た
っ
て
は
歴
史
用
語
と
し
て
名
称
に
意
味
付
け
を
行
な
い
､
そ
の

上
で

1
定
の
統

l
性
を
も
っ
て
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
.
天
正

1
九
年
六
月
'
九
戸

一
操
の
討
伐
を
為
信
に
命
じ
た
秀
吉
朱
印
状
の
宛
所
が
､
そ
れ
ま
で
の

｢南
部
右
京

亮
｣
で
は
な
く
､
｢津
軽
右
京
亮
｣
に
切
り
替
え
ら
れ
た
の
は
､
秀
吉
が
為
信
を
南

部
氏
の
家
臣
か
ら
正
式
に
津
軽
の
独
立
大
名
と
し
て
公
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
～

と
第

一
章
第
三
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
で
あ
れ
ば
'
こ
れ
を
境
に
叙
述
上
は
南
部

右
京
亮
為
信
か
ら
津
軽
右
京
亮
為
信

へ
と
区
別
し
て
表
記
す
る
方
法
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
｡
同
じ
見
開
き
の
中
に
大
浦
為
信
と
津
軽
為
信
の
両
方
が
登
場
す
る
場
面

も
あ
る
｡
叙
述
に
当
た
っ
て
'
ど
う
い
う
場
合
に
大
浦
氏
を
用
い
､
い
つ
か
ら
津
軽

氏
に
変
更
し
て
用
い
る
か
の
説
明
は
欠
か
せ
な
い
｡
津
軽
左
京
亮
も
二
ヶ
所
ほ
ど
確

認
で
き
る
が
､
誤
植
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
右
京
亮
で
は
な
い
こ
と
の
説
明
が
望
ま

れ
る
｡

津
軽
藩
な
の
か
弘
前
藩
な
の
か
､
こ
の
点
､
地
元
で
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の

か
'
部
外
者
に
は
大
い
に
気
に
な
る
所
で
あ
る
｡
｢津
軽
｣
と

｢弘
前
｣
に
関
し
て

は
'
第
四
章
第
三
節
で
'
文
化
五
年
の
一
〇
万
石
へ
の
高
直
り
に
際
し
､
家
臣
団
秤

称
を

｢津
軽
家
中
｣
か
ら

｢弘
前
家
中
｣

へ
と
変
更
し
た
旨
の
説
明
が
あ
る
｡
し
か

し
､
凡
例
に
も

｢ま
え
が
き
｣
に
も
津
名
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
'
こ

の
点
に
注
意
し
っ
つ
読
み
進
め
る
が
､
仲
々
い
ず
れ
の
用
語
も
登
場
し
な
い
｡
そ
し

て
つ
い
に
､
第
二
章
第
二
節
'

一
五
六
頁
の
表
57
に
よ
う
や
く

｢津
軽
藩
主
家
滞
在

地

一
覧
｣
と
､
は
じ
め
て

｢津
軽
藩
主
｣
の
文
言
が
見
え
る
｡
こ
れ
で
､
｢津
軽

藩
｣
を
用
い
る
の
か
と
思
う
と
'
以
後
､
本
文
で
は
ど
う
も

｢津
軽
弘
前
藩
｣
の
呼

称
に
統

一
が
計
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
｡
そ
れ
で
も
'
前
に
引
用
文
を
あ
げ
た
よ
う
に

｢弘
前
藩
｣
の
用
語
も
使
わ
れ
て
い
る
｡
確
か
に
叙
述
上
の
表
記
の
統

一
が
計
ら
れ

た
と
し
て
も
'
果
た
し
て

｢津
軽
弘
前
藩
｣
と
い
う
用
語
に
弘
前
市
民
の
理
解
は
得

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
凡
例
に

｢近
世
津
軽
領
の
政
治

･
経
済
を
中
心
と
し
て

記
述
し
た
｣
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
'
｢津
軽
藩
｣
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡

何
か
不
都
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
で
評
者
は
'
｢津
軽
藩
｣
に
統

一
し
て
用
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い
て
い
る
｡
盛
岡
藩
や
秋
田
藩
と
す
る

一
方
で
'
何
故
'
津
軽
弘
前
藩
な
の
か
'
説

明
が
必
要
だ
ろ
う
｡

最
後
に
､
弘
前
市
民
の
立
場
に
立

っ
て
本
書
を
読
ん
だ
場
合
に
感
じ
た
点
を
三
つ

ほ
ど
あ
げ
た
い
｡
ま
ず
､
歴
史
用
語
理
解
の
難
し
さ
に
つ
い
て
｡
番
方
､
役
方
､
也

方
知
行
な
ど
､
学
界
用
語
で
日
常
的
に
使
う
文
言
ほ
ど
､
我
々
は
説
明
責
任
に
意
を

砕
く
べ
き
で
は
な
い
か
｡
近
世
史
の
研
究
は
'
古
代
史
や
中
世
史
の
観
念
世
界
と
比

較
し
て
'
は
る
か
に
言
葉
を
共
有
で
き
る
世
界
で
営
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
町
方

･
地
方
と
い
っ
た
場
合
の
地
方
の
概
念
に
､

一
定
の
説
明
な
し
に
市
民
と
の
間
に
共

有
認
識
を
持

つ
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
｡
た
と
え
ば
､
｢藩
｣
と
い
う
文
言
に

つ
い
て
も
'
そ
れ
が
現
代
人
の
考
え
る
あ
る
概
念
を
文
字
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
'
多
く
の
市
民
は
正
し
く
理
解
で
き
て
い
な
い
｡
こ
の
辺
の
､
当
た
り
前
の
事

柄
を
丁
寧
に
説
明
す
る
責
任
を
怠
る
と
､
ど
こ
か
で
議
論
が
か
み
合
わ
な
く
な

っ
て

し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
｡

次
に
､
他
に
見
ら
れ
な
い
地
域
の
特
徴
を
､
特
徴
と
し
て
正
し
く
描
き
出
す
こ
と

の
大
切
さ
に
つ
い
て
｡
文
言
だ
け
拾

っ
て
み
る
と
､
派
立
､
小
知
行
､
庄
屋
､
人
役

制
と
請
作
制
､
達
と
組
､
そ
し
て
茂
合
な
ど
､
津
軽
藩
に
特
有
な
､
あ
る
い
は
他
に

例
の
少
な
い
事
象
が
い
く
つ
も
あ
る
ら
し
い
｡
奥
羽
諸
地
域
で
は
､

一
般
に
肝
煎
の

呼
称
が
使
わ
れ
た
中
で
､
何
故
､
津
軽
藩
で
は
庄
屋
に
変
更
さ
れ
た
の
か
｡
地
域
の

特
性
を
考
え
る
上
で
､
十
分
な
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
｡
津
軽
ア
イ
ヌ
の
存
在
に
つ
い

て
､
そ
の
特
異
性
と
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
本
書
で
は
数
カ
所
に
ま
た
が
っ
て
丁
寧

な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
説
明
を
必
要
と
す
る
地
域
特
性
が
他
に
も

ま
だ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

三
つ
目
は
､
本
書
凡
例
が
宣
言
す
る
通
り
'
本
書
が

｢津
軽
領
｣
の
歴
史
を
叙
述

し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
か
つ
て
の
藩
庁
所
在
地
と
し
て
弘
前
に
暮
ら
す
人
々
が
､
津

軽
藩
と
藩
領
に
関
す
る
問
題
を
広
く
考
察
し
た
い
と
考
え
､
そ
れ
に
応
え
る
の
は

『
市
史
』
の
当
然
の
責
務
だ
ろ
う
｡
だ
が
同
時
に
､
現
在
の
弘
前
市
域
に
関
す
る
事

跡
を
､
も
っ
と
深
く
知
り
た
い
と
思
う
市
民
の
声
も
強
く
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
そ
の
意
味
で
､
城
下
町
弘
前
に
つ
い
て
の
分
析
は
､
青
森
や
鯵
ヶ
沢
な
ど
他
の

町
奉
行
支
配
の
町
に
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
､
ま
た
､

他
の
城
下
町
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
普
遍
性
と
特
殊
性
を
有
し
て
い
た
の
か
､
も

う

一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
市
民
は
求
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
在
方
に
関
し

て
い
え
ば
､

一
項
目
の
ほ
と
ん
ど
を

『
五
所
川
原
市
史
』
の
事
例
で
説
明
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
｡
弘
前
市
民
は
自
ら
の
村
を
知
り
た
い
は
ず
だ
L
t
弘
前
の
事
例
と
比

較
し
た
い
と
思
う
五
所
川
原
市
民
の
期
待
に
も
応
え
ら
れ
な
い
｡
キ
ー
ワ
ー
ド

｢津

軽
領
｣
に
加
え
､
弘
前
市
民

へ
の
目
配
り
も
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
｡
人
々
の
生
活
と

生
業
を
扱
う
次
巻
が
､
こ
の
点
を
予
定
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

本
書
は
'
近
年
の
学
界
成
果
を
遺
憾
な
く
取
り
入
れ
た
極
め
て
質
の
高
い
水
準
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
評
者
は
'
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
多
方
面
に
わ
た
る
数
々
の
専

門
研
究
を
基
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
ろ
う
か
と
密
か
に
目
論
ん
で
い
る
｡
本
書
自
体
､

学
界
に
お
い
て
そ
の
成
果
に
相
応
し
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
思
う
0

そ
の
た
め
に
も
'
執
筆
分
担
を
明
確
に
し
て
欲
し
か
っ
た
｡
編
纂
事
業
は
チ
ー
ム
を

組
ん
だ
近
世
部
会
の
共
同
作
業
だ
と
し
て
も
､
最
終
の
執
筆
は
個
人
の
責
任
で
､
そ

の
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
｡
凡
例
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
以
上
に
詳

し
い
項
目
ご
と
の
執
筆
者
名
の
明
示
を
求
め
た
い
｡
地
域
理
解
の
手
引
き
書
と
し
て
､

本
書
が
永
く
使
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
｡
次
巻
に
は
第
二

･
三
巻
合
わ
せ
た
全
八
草
近

世
編
の
索
引
が
付
け
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
｡
評
者
の
力
量
を
越
え
た
力
作
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に
'
読
み
誤
り
読
み
落
と
し
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
畏
れ
る
｡
ご

寛
恕
を
請
い
た
い
｡
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