
〔
書
評
と
結
合
〕

青
森
県
高
等
学
校
地
方
史
研
究
会
繍

吋
青
森
県
の
歴
史
散
歩
h

石
JII 

透

青
森
県
は
東
西
に
長
く

一
の
行
政
区
域
を
形
成
し
て
い
な
が
ら
、
東
側

の
南
部
地
方
と
、

で
、
独
自
の
歴
史
と
文
化
を
築
い
て
き
た
歴

西
側
の

史
的
な
経
緯
が
あ
り
、
ま
た
、

の
捕
と
し
て
、
津
轄
権
棋
を
挟
ん
だ
北
海

道
と
の
関
係
を
は
じ
め
、
地
続
的
な
特
性
を
多
く
持
っ
て
い
る
。

本
番
吋
青
森
県
の

は
、
そ
う
し
た
青
森
県
の
歴
史
的
、

指
〕
・
皆
、
網
羅
的
な
記
述
の

に
盛
り
込
み
、
郷
土
の
歴
史
を
実
際
に
自
ら

し
た
く
な
る
衝
動
に
か

る
、
知
的
な
興
奮
を
喚
起
す
る
一
藷
で
あ
る
。

「
青
森
県
の
歴
史
を
散
歩
す
る
」
と
い
う
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
常
一
回
は
宇

な
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
り
、

ま
た
、
「
散
歩
ん
は
し
た
い
が
時
聞
が
な
い
と
い
う

入
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
郷
七
の
控
史
を
総
合
的
に
網
羅
し
た
読
み
拡
え
の

で
も
あ
る
。

編
集
委
員
長
の
禍
井
敏
隆
氏
は
、

の
歴
史
研
究
に
お
け
る
中
心
的
な
メ
ン

/え

の
一
人
と
し
て
多
大
な
貢
献
を
し
て
こ
ら
れ
た
一
方
で
、
教
脊
現
場
の
第
一
一
線

で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

編
集
者
・
執
筆
者
の
方
々
も
、
青
森
県
内

校
や
、
捧
物
柏
町
等
で
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
本
書
が
非
常
に
読
み
や
す
く
あ
り
な
が
ら
、

充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
教
育
と
い
う
現
場
に
憐
わ
っ
て
こ

験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
知
識
が
存
分
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ

本
撃
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

の
く
の
小
京
都
i

弘
前

窃
岩
木
川
上
流
の
史
跡

の
史
跡

津
軽
の

平
)11 
周
辺

浪
関

②
黒
石
と
そ
の
周
辺

津
軽
薪

@十一

出
と
撫
岸
線
を
旅
す
る

に
し
て

①
一
度
治
半
島
を
歩
く

②
青
森
湊
の
繁
栄

@
そ
と
が
浜
を
行
く

下
北
半
島

⑦
半
島

③
下
北
脱
線
と
東
通
り

イ〉

市

一
① 

田
市
を
訪
ね
て

φ
野
辺
地
湊

八
一
戸
市
と
そ
の
周
辺

甲
田
の
山
並
み っ

て
沿
っ
て

て
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φ
陸
奥
湾
沿
岸
と
商
議
り

① 

J、、

②
八
戸
藩
の
城
下
町
と
そ
の
鰐
辺

以
下
巻
末
に
は
、
「
背
蘇
県
の
あ
ゆ
み
」
「
地
域
の

と
地
域
ご
と
の
雛
説
的
な
渦
見
と
説
明
及
。
、

の
資
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
地
域
の

④
七
一
戸
付
近

@
五
戸
の
史
跡

と
い
っ
た
青
森
県
全
域

の
一
覧
や
年
表
等

は
散
歩
モ
デ
ル
コ

l
ス



と
し
て
、
本
書
で
取
り
あ
げ
た
寺
桂
や
文
化
財
等
を
巡
る
複
数
の
ル

ト
ー
刀
nA寸
文
一

カ
ψ

ホ
f

フム
rh

れ
て
い
る
が
、
交
通
手
段
や
移
動
時
間
等
が
紐
か
く
記
載
さ
れ
、
非
常
に
便
利
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
地
域
の
特
徴
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
コ
ラ
ム
が
配

さ
れ

そ
の
内
惑
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。

内
窓
を
み
れ
ば

吋
み
ち
の
く
の
小
京
都

i
弘
前

で
は
、
弘
前
藩
の

町
で
あ
っ
た
弘
前
市
の
市
復
地
を
中
心
に
、
弘
前
城
や
長
勝
寺
構
、
新
寺
構
と
い
っ

た
史
跡
等
、
代
表
的
な
文
色
財
や
寺
社
に
つ
い

て
い
る
。

ヲ
ブ
ム
で
は

「
弘
前
で
出
会
う
諮
問
間
男
の
建
築
物
」
と
し
て
、
平
成
十
七
年
に
生
誕
百
年
を
迎

え
た

の
鰭
築
物
群
を
紹
介
し
、
滞
政
時
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
重

要
な
建
築
物
を
多
数
残
す
弘
前
の
魅
力
在
日
加
え
て
い
る
。

「
津
軽
の
東
根

l
黒
石
・
平
川
周
辺
」

で
は
、
執
権
北
条
氏
か
ら
津
軽
安
藤
氏
ま

で
ゆ
か
り
の
深
い
寺
社
の
残
る
藤
崎
町
、
液
問
北
島
氏
の
居
織
で
あ
っ
た
浪
罷
城
跡

の
あ
る
青
森
市
浪
同
等
の
、
中
世
津
軽
の
壁
史
を
辿
る
。
続
い
て
、
津
軽
借
英
の
分

知
以
来
の
歴
史
を
持
ち
、
平
成
十
七
年
に
積
一
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定

ご
〕
み
せ
」

の
残
る
中
町
の
通
り
な
ど
、
械
下
町
的
な
た
た
ず
ま
い
を
色
濃

く
残
す
累
γ

柏
市
の
市
街
地
を
中
心
に
、
黒
石
周
辺

ιつ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
津
軽
新
田
地
番
と
西
海
岸
」

で
は
、
亀
ヶ
岡
遺
跡
(
つ
が
る
市
)
、

十
一
一
一
波
遺

(五

議
思
城
跡
(
鯵
ケ
沢
町
〉
な
ど
の
毘
指
定
の
史
鱗
合
は
じ
め
、

出
平
山
家
住
宅
〈
五
所
川
捺
市
)
、
斜
陽
館
(
つ
が
る
市
)
な
ど
、
先
史
時
代
か
ら

近
現
代
ま
で
の
青
森
県
域
を
代
表
す
る
重
要
な
文
化
財
が
紹
分
さ
れ
て
い
る
。

コ…ブ

ム
で
は
、
青
森
県
の
近
現
代
の
産
業
史
上
重
要
な
日
本
唯
一
の
リ
ン
ゴ
の
古
木
(
つ

が
る
市
)
や
、
近
年
青
森
県
の
東
然
り
の
一
方
の
主
役
と
し
て
台
頭
著
し
い

の
立
伎
武
多
等
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

「
そ
と
が

で
は
、

国
の
特
別
史
跡
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
縄

文
時
代
観
を
一
変
さ
せ
た
三
内
丸
山
遺
跡
(
青
森
市
〉
、
安
藤
氏
の
械
館
跡
と
さ
れ
、

の
青
磁
の
香
炉
も
出
土
し
た
尻
八
館
(
青
森
市
)
、
背
蘇
果
と
い

の
持
つ
、
「
南
部
と
津
戦
」
と
い
う
特
住
を
具
現
化
し
た
か
の
よ
う
な
滞
境
域

町〉

一
十
五
年
に
起
き
た
八
叩
田
山
雪
中
行
軍
避
難
の
死
者
を
葬
つ

た
事
畑
陸
軍
基
地
(
青
森
市
〉
な
ど

れ
て
い
る
。

コ
ラ
ム
で
は
、
「
天
明

の
大
飢
穫
と
青
森
町
の
打
ち
こ
わ
し

の
や
で
、
飢
錨
聞
に
捺
し

で
初

め
て
打
ち
こ
わ
し
が
起
き
る
ま
で
の

天
明
飢
錨
の
民
衆
へ
の
影
響
に
つ
い

て
詳
し
く
述
べ

て
お
り
、
「
青
森
ね
ぶ
た
僚
」
と
併
せ
て
、

の
た
く

ま
し
さ
を
活
写
し
て
い
る
。

「
下
北
半
島
」

人
々
の
信
仰
と
下
北

で
は
、

日
本
一
一
一
大
霊
場
の
一
つ
恐
山
等
の
、
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の
伝
統
芸
能
、
そ
し
て
旧
斗
酪
藩
史
跡
や
出
海
軍
大
捜
要
端
部
水
源
地
堰
堤
と

い
っ
た

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
下
北
半
島
が
担
つ

ベ
ら

れ
て
い
る

G

コ
ラ
ム
に
は
、
祭
り
と
設
能
、
梅
運
、
遺
跡
、
原
子
力
開
発

天
然
記

念
物
、

蝦
夷
錦
、
来
訪
者
と
い
っ
た

一
一
点
を
揮
に

の
社
会
と
文
化
を
築
い
て
き
た
下
北
半
島
の
現
住
に
筆
る
ま
で
の

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
取
り
あ
げ
て
お
り

つ
い
て
は
、
金

図
的
に
告
仰
の

り
を
も
っ
要
因
と
、
そ
の
発
展
経
過
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。「

一
一
一
本
本
原
周
辺
と
十
和
田
誠
」

で
は

の
町
と
し
て
知
ら
れ
る
三

一
代
の
三
本
木
原
開
拓
と
町
訴
に
よ
っ
て
現
在
の
礎
が
築
か
れ
た
十
和
沼
市
、

北
東
北
を
代
表
す
る
観
光
地
で
あ

田
湖
、
中
世
以
来
の
馬
産
地
で
あ
り
、
七

一
円
城
跡
を
は
じ
め
撰
部
氏
と
の
関
係
も
深
い
七
戸
町
、
議
問
藩
の
輸
出
港
と
し
て
発



展
し
た
野
辺
地
町
等
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

三
本
木
原
開
拓
に
つ
い
て
の
コ

一フム

「
三
本
木
原
開
拓
と
新
渡
戸
3
代
」
「
幕
末
の
計
画
都
市
|
人
と
街
」

は
、
幕

末
の
一
大
事
業
で
あ
っ
た
開
拓
事
業
を
、
新
渡
戸
氏
の
事
跡
と
そ
の
歴
史
的
な
経
緯

に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

「
八
戸
市
と
そ
の
周
辺
」

三
戸
南
部
氏
の
本
拠
の
あ
っ
た
、
聖
寿
寺
館
跡

で
は
、

(
南
部
町
)
、

三
戸
城
跡
(
三
戸
町
)
、
根
城
南
部
氏
の
遠
野
移
封
迄
の
本
拠
で
あ
り

続
け
た
根
城
跡
(
八
戸
市
)
等
の
中
世
以
来
の
南
部
氏
の
北
奥
世
界
に
お
け
る
伸
長

を
物
語
る
史
跡
と
、
南
部
氏
か
ら
の
崇
敬
を
受
け
続
け
た
櫛
引
八
幡
宮
を
は
じ
め
と

す
る
寺
社
や
、
是
川
石
器
時
代
遺
跡
、
長
七
谷
地
員
塚
等
の
先
史
時
代
の
遺
跡
に
つ

い
て
紹
介
す
る
。

コ
ラ
ム
で
は
、
「
泉
山
の
登
拝
行
事
」
「
八
戸
三
社
大
祭
」
「
え
ん

ぶ
り
」
と
い
っ
た
伝
統
的
な
民
俗
行
事
や
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

厳
し
い
自
然
風
土
の
中
で
暮
ら
す
地
域
民
衆
が
、
豊
作
を
祈
る
こ
と
で
培
っ
て
き
た

豊
か
な
精
神
世
界
を
伝
え
て
い
る
。

「
青
森
県
の
あ
ゆ
み
」
「
地
域
の
概
観
」

で
は
、
本
文
中
で
各
個
に
述
べ
ら
れ
た

事
柄
が
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
青
森
県
域
の
歴
史
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
現
代
に

い
た
る
ま
で
の
全
体
的
な
通
史
と
し
て
併
せ
て
読
ん
で
お
き
た
い
。

巻
末
の

「
青
森
県
の
あ
ゆ
み
」
に
、
「
工
業
化
が
近
代
化
を
図
る
指
針
で
あ
る
と

い
う
視
点
で
み
れ
ば
、
青
森
県
は
ま
さ
し
く
後
進
県
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
が
、
産
業
や
経
済
の
分
野
か
ら
見
た

で
あ
る
青
森
県
像
は
、
現
在

「
後
進
県
」

に
至
っ
て
も
、

け
し
て
解
消
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、

む
し
ろ
最
近
の
景
気
の
動
向
を
通

じ
て
、

「
後
進
県
」
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
た
観
す
ら
あ
る
。

よ
り
一
層
の

し
か
し
、
本
書
の
内
容
の
豊
富
さ
詳
細
さ
は
、
「
後
進
県
」

た
る
青
森
県
の
、
独

自
で
多
彩
な
歴
史
と
、
今
な
お
住
民
の
生
活
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
文
化
を
余
す

こ
と
な
く
伝
え
、
経
済
や
産
業
分
野
か
ら
の
視
点
を
超
越
し
た
魅
力
を
読
者
に
示
し

て
い
る
。

青
森
県
外
か
ら
の
来
訪
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
で
示
さ
れ
た
青
森
県
の
姿
は
、

そ

の
歴
史
的
な
特
異
性
に
よ
っ
て
魅
力
に
溢
れ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
青
森
県
に

暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
は
、
郷
土
の
歴
史
へ
の
関
心
を
喚
起
し
、
さ
ら
に
は

後
進

県
」
で
あ
る
郷
土
へ
の
誇
り
と
愛
着
を
生
む
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
現
在
教
育
の
現
場
で
活
躍
中
で
あ
る
本
書
の
編
集
・

執
筆
者
の
方
々
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

本
書
内
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
弘
前
市
出
身
で
あ
る
石
坂
洋
次
郎
の
、
「
物
は
乏

し
い
が
空
は
青
く
雪
は
白
く
、
林
檎
は
赤
く
、
女
達
は
美
し
い
園
、

そ
れ
が
津
軽
だ
。

私
の
日
は
そ
こ
で
過
さ
れ
、

私
の
夢
は
そ
こ
で
育
ま
れ
た
。
」
と
い
う
言
葉
と
、
「
青
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森
県
の
あ
ゆ
み
」

の
末
尾
に
あ
る
「
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
企
業
誘
致
や
観
光
開

発
な
ど
課
題
は
多
い
が
、
き
れ
い
な
水
と
空
気
、

お
い
し
い
食
材
に
恵
ま
れ
た
青
森

県
は
、
今
も
さ
ら
な
る
飛
躍
を
目
指
し
て
い
る
。
」

と
い
う
言
葉
は
、

と
も
に
乏
し

さ
や
貧
し
さ
と
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
存
在
す
る
郷
土
の
自
然
を
は
じ
め
と
し
た
美
し

さ
豊
か
さ
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
郷
土
の
持
つ
後
進
性
を
強
く
認
識

し
な
が
ら
も
、

そ
の
状
況
に
暗
い
視
線
を
投
げ
か
け
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
状
況
だ

か
ら
こ
そ
生
み
出
さ
れ
る
も
の
に
視
線
を
向
け
て
い
る
。

そ
れ
は
、

石
坂
言
う
と
こ

ろ
の

「夢」

そ

で
あ
り
、
将
来
へ
の
希
望
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
て
そ
う
し
た

夢
」
を
、
現
在
教
育
を
受
け
て
い
る
若
者
た
ち
が
抱
き
育
む
こ
と

が
で
き
て
こ
そ
、
青
森
県
の

「
さ
ら
な
る
飛
躍
」

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
書
で
述
べ
ら
れ
た
青
森
県
全
域
に
及
ぶ
歴
史
的
な
事
項
に
つ
い
て
一

つ
一
つ
検
証
し
て
い
く
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
お
り
、
大
ま
か
な
内
容
の
紹



介
と
、

一
方
的
な
感
想
川
い
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

(
B
S
軒
、
三
一
一
一
六
葉
、
山
川
出
版
社
、

二
O
O七
年
、
価
格
本
体
二
一

O
O円〉

(
こ
い
し
か
わ
・
と
お
る

拡
前
市
教
膏
委
員
会
文
化
黙
保
護
課
主
事
)
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