
も

く

いし

蝦
夷
地
と
近
世
北
奥
羽

-

多
様
な
交
流
と
蝦
夷
地
観

は
じ
め
に

長

谷

川

成

一

は
じ
め
に

一

絵
図
に
見
る
近
世
の
北
海
道

-
近
世
前
期
を
中
心
に
-

安
藤
昌
益
の
蝦
夷
地
観

文
化
四
年

(
一
八
〇
七
)
｢北
の
黒
船
事
件
｣

-
北
奥
羽
各
藩
の
蝦
夷
地
出
兵
-

四

北
奥
羽
と
蝦
夷
地
と
の
交
流

五

民
衆
の
蝦
夷
地
観

-
南
部
の
三
浦
命
助
に
見
る
-

お
わ
り
に

ご
紹
介
い
た
だ
い
た
長
谷
川
で
す
｡
し
ば
ら
く
の
間
お
っ
き
あ
い

を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
｡

本
日
は
｢蝦
夷
地
と
近
世
北
奥
羽
-

多
様
な
交
流
と
蝦
夷
地
観
-
｣

と
題
し
て
お
話
し
致
し
ま
す
｡
｢文
書
で
み
る
北
海
道
史
講
座
｣
と
い

う
講
座
名
で
す
が
､
本
日
は
文
書
と
い
う
よ
り
は
､
む
し
ろ
様
々
な

絵
図
や
､
そ
の
他
文
書
以
外
の
資
料
も
使

っ
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
｡

さ
て
､
皆
さ
ん
は
'
ル
ー
ツ
は
道
外
､
お
生
ま
れ
は
北
海
道
で
道

内
に
お
住
ま
い
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
私
は
秋
田
県

はんじ
ょう

の
南
側
､
日
本
海
に
面
し
た

本

荘

市

の
出
身
で
す
｡
し
か
し
､
私
の

先
祖
'
本
家
は
'
現
在
は
札
幌
に
お
り
ま
す
｡
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す

と
､
先
祖
は
明
治
維
新
ま
で
城
下
町
本
荘
の
町
役
人
を
務
め
て
い
た



の
で
す
が
､
維
新
の
混
乱
時
に
時
代
に
取
り
残
さ
れ
､
あ
る
意
味
で

は
食
え
な
く
な
り
ま
し
た
｡
そ
こ
で
､
何
人
か
い
た
兄
弟
､
長
男
を

は
じ
め
男
系
の
息
子
た
ち
が
本
荘
の
港
か
ら
蝦
夷
地
に
行

っ
て
し
ま

い
､

一
番
末
の
娘
が
長
谷
川
の
名
跡
を
継
い
で
現
在
に
至

っ
た
と
､

そ
う
い
う
話
を
祖
母
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す
｡
で
す
か
ら
'
私
の

ル
ー
ツ
を
探
る
に
は
北
海
道
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況

で
し
て
､
皆
様
と
は
逆
方
向
で
す
｡
た
だ
し
､
い
つ
で
し
た
か
､
北

海
道
の
本
家
の
方
が
本
荘
に
訪
ね
て
来
ら
れ
た
時
､
母
に

｢
お
ま
え

の
顔
は
長
谷
川
の
顔
じ
ゃ
な
い
｡
訪
ね
て
来
ら
れ
た
ご
本
家
の
方
が
'

あ
れ
が
本
当
の
長
谷
川
の
顔
な
ん
だ
｣
と
言
わ
れ
ま
し
て
､
よ
-
よ

-
そ
の
お
顔
を
見
る
と
､
父
､
そ
れ
か
ら
私
の
祖
母
と
非
常
に
良
-

似
て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
し
た
｡

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
'
津
軽
海
峡
は

｢
し
ょ
っ
ぱ
い
川
｣
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
､
こ
の

｢
し
ょ
っ
ぱ
い
川
を
渡
る
｣
と

い
う
表
現
の
中
に
は
'
い
と
も
簡
単
に
越
え
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が

含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
も
､
自
分
の
ル
ー
ツ
､

先
祖
を
訪
ね
る
中
で
､
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
し
た
｡

本
荘
市
に
つ
い
て
は
'
後
で
ま
た
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
｡

私
の
ル
ー
ツ
の
話
を
致
し
ま
し
た
が
､
こ
の
講
座
で
は
､
支
配
者

側
の
蝦
夷
地
に
対
す
る
捉
え
方
と
'
民
衆
の
側
か
ら
の
蝦
夷
地
に
対

す
る
考
え
方
､
そ
の
あ
た
り
を
中
心
に
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
｡一

絵
図
に
見
る
近
世
の
北
海
道

-
近
世
前
期
を
中
心
に
-

2

図
1
の
世
界
図

･
日
本
図
罪
風
を
ご
覧
-
だ
さ
い
｡
こ
の
絵
図
自

体
は
犀
風
仕
立
て
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
が
当
時
の
世
界
観
の
中

で
描
か
れ
た
日
本
で
す
が
､
津
軽
海
峡
が

一
番
北
の
端
に
位
置
し
て

お
り
､
日
本
を
ど
の
よ
う
な
形
と
し
て
想
定
し
て
い
た
か
が
伺
わ
れ

ま
す
｡

で
は
､
こ
の
絵
図
が

一
体
い
つ
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
､
意
外
と
考
証
が
難
し
い
の
で
す
が
､
い
く

つ
か
の
手
が
か
り
は
あ
り
ま
す
｡
こ
の
絵
図
に
は
た
-
さ
ん
の
地
名

が
記
さ
れ
て
い
て
､
そ
の
地
名
か
ら
あ
る
程
度
類
推
が
で
き
る
の
で

す
｡
世
界
図
部
分
に
は
､
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
知
識
を
取
り
入

れ
て
､
｢大
明
園
｣
あ
る
い
は

｢だ
っ
た
ん
図
｣
と
い
う
地
名
も
記
さ

れ
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
'
｢
エ
ゾ
｣
も
あ
り
ま
す
｡
｢
エ
ゾ
｣
は
､
日

本
か
ら
分
か
れ
て
描
か
れ
て
お
り
ま
す
｡

た
だ
し
､
こ
の

｢
エ
ゾ
｣
は
､
か
な
り
抽
象
的
な
概
念
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
ま
す
｡
と
い
い
ま
す
の
は
､

秀
吉

の
扇
面
図
や
当
時

の
絵
図
は
､
大
陸
の
沿
海
州
の
あ
た
り



(世界図部分)

図 1 世界図 ･日本国展風 個人蔵
[出典]堺市博物館 『図録 堺と三部』1995年



に
､
｢
エ
ゾ
｣
と
い
う
地
名
を
付
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
｡
中
世

しんしゅく

に
は
､
｢蝦
夷

ケ
島
｣
､
｢夷
島
｣
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
申
叔

し
ゅ･つ

舟
の

『海
東
諸
国
紀
』
(
一
四
七

一
年
成
立
)
の
図
に
は

｢夷
島
｣

と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
田
中
建
夫
先
生
の
お
話
に
よ
り
ま
す

と
'
｢夷
島
｣
と
呼
ば
れ
た
島
は
想
像
上
の
島
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
｡
例
え
ば

｢女
護
島
｣
で
あ
る
と
か
'
そ
う
い
っ
た
も
の

と

1
緒
に
描
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
､
そ
う
い
う
点
で
は

｢夷

島
｣
も
想
像
の
産
物
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
｡
海
保
嶺
夫
さ
ん

は
､
『海
東
諸
国
紀
』
の
図
を
､
北
海
道
が
初
め
て
描
か
れ
た
も

の
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
､
田
中
先
生
は
違
う
見

解
で
し
た
｡
こ
こ
に

｢
エ
ゾ
｣
と
書
か
れ
て
い
る
こ
の
島
も
､
恐

ら
く
中
世
以
来
の
そ
う
い
う
考
え
方
の

一
つ
だ

っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
｡

さ
て
'
こ
の
絵
図
の
作
成
年
代
の
手
が
か
り
で
す
が
､
｢
お
ら

ん
か
い
｣
と
い
う
文
言
が
見
え
ま
す
｡
こ
の
文
言
は
､
御
存
知
の

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
､
文
禄
元
年

(
一
五
九
二
)

1
0
月
､
朝
鮮
に
出
兵
し
て
い
た
加
藤
清
正
か
ら
秀
吉
に
情
報

が
入
り
ま
す
｡
オ
ラ
ン
カ
イ
に
お
い
て
朝
鮮
の
王
子
を
二
人
生

け
捕
り
に
し
た
(捕
虜
に
し
た
)
と
い
う
も
の
で
す
｡
秀
吉
は
こ

の
こ
と
に
欣
喜
雀
躍
し
て
､
朝
鮮
侵
略
は
ほ
ぼ
で
き
た
も
同
然
､

将
来
は
北
京
ま
で
押
し
寄
せ
て
天
皇
を
北
京
に
お
き
､
自
分
は

天
竺
ま
で
攻
め
上
ろ
う
と
い
う
意
志
を
表
明
し
ま
す
｡
オ
ラ
ン

カ
イ
と
い
う
地
名
が
盛
ん
に
使
わ
れ
た
の
は
､
今
申
し
ま
し
た

文
禄
元
年
か
ら
二
年
の
あ
た
り
で
す
｡
で
す
か
ら
､
こ
の
絵
図

自
体
は
､
文
禄
元
年
以
降
､

一
六
世
紀
末
の
情
報
を
も
と
に
し
て

描
か
れ
た
犀
風
絵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
｡

そ
こ
で
､
絵
図
の
日
本
図
部
分
で
す
け
れ
ど
も
､
津
軽
海
峡
以

南
が
日
本
と
い
う
概
念
で
描
か
れ
て
い
る
｡
従

っ
て
蝦
夷
は
'

日
本
の
概
念
の
中
に
入

っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

豊
臣
政
権
が
考
え
て
い
た
日
本
の
枠
組
み
は
､
実
は
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
す
｡

さ
て
､
徳
川
政
権
は
､
慶
長

一
〇
年
(
一
六
〇
五
)
に
初
め
て
国

絵
図
の
徴
収
を
行
い
ま
す
｡
そ
し
て
全
国
か
ら
集
め
た
国
絵
図
､

そ
れ
を
慶
長
国
絵
図
と
い
い
ま
す
が
､

一
つ
に
ま
と
め
ま
し
て
'

日
本
の
全
体
像
を
表
し
た
の
が

｢
日
本
絵
図
｣
で
す
｡
こ
れ
は
何

枚
か
に
分
断
さ
れ
て
い
ま
し
て
､
現
在
山
口
県
文
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
う
ち
､
東
北
地
方
を
描
い
た
の
が
図
-

｢奥
州
羽
州
全
図
｣
で
す
｡
こ
の
絵
図
は

『青
森
県
史

資
料
編

近
世
-
』
(青
森
県

二
〇
〇
一
年
)
の
中
の
､
｢近
世
国
家
の

な
か
の
北
奥
｣
口
絵
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
'
詳
し
く
は
そ

ち
ら
を
ご
覧
下
さ
い
｡

そ
し
て
'
こ
の

｢奥
州
羽
州
全
図
｣
よ
り
上
､
す
な
わ
ち
北
は
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
｡
慶
長

一
〇
年
､
徳
川
家
康
の
政
権
に
な
っ
て
か
ら

初
め
て
作
成
さ
れ
た
国
絵
図
の
中
に
'
蝦
夷

･
夷
島
は
入

っ
て
い
な

4



図2 奥州羽州全図 山口県文書館蔵

[出典]青森県 『青森県史 資料編 近世 1』2001年



い
｡
豊
臣
政
権
下
の

一
六
世
紀
末
'
そ
れ
か
ら
家
康
政
権
に
入

っ
た

慶
長

一
〇
年
'
少
な
-
と
も
そ
の
頃
ま
で
は
'
蝦
夷
は
日
本
の
中
に

ま
だ
入

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
'
図
示
的
に
も
判
明
し
ま
す
｡

次
に
､
チ
-
ス
-
ク
先
生
が
翻
訳
し
た

『北
方
探
検
記
』
の
中
の

〓
即
を
ご
覧
下
さ
い
｡
以
下
は
'
ア
ン
ジ
ェ
-
ス
と
い
う
宣
教
師
が

蝦
夷
に
渡

っ
た
と
き
の
文
言
で
す
｡

(資
料
-
)
ア
ン
ジ
ェ
-
ス
の
第

一
蝦
夷
報
告

一
六

一
八
年
(元
和
四
)オ

ト

ナ

マ
ツ
マ
イ

私
が
バ
ー
ド
レ
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
､
乙

名

は

松

前

ド
ノ

チ
ソ
ウ

殿
へ
そ
れ
を
報
告
し
た
｡
そ
の
後
'
殿
は
､
そ
の
馳

走

を
し
た
キ

マツ
マイ

-
シ
タ
ン
た
ち
に
対
し
､
バ
ー
ド
レ
が
松
前

へ
来
る
か
ら
､
お
前

た
ち
が
気
持
ち
よ
い
と
思
う
と
こ
ろ
へ
泊
ま

っ
て
も
ら
い
'
馳
走

を
し
て
あ
げ
よ
'
と
言

っ
た
｡
そ
し
て
彼
自
身
は
そ
の
た
め
に
町

ケ
ンダ
ン

マツ
マイ

ダ
イ
ジ

の
検

断

に
指
示
し
て
'
月
日
貞

叫
封
いq
刷
対

葡

モ
ナ
イ

テ
ン
カ

も

な

い

､
な
ぜ
な
ら
天

下

が
彼
ら
を
日
本
か
ら
追
放
し
た
け
れ
ど

マツ
マイ

引
東

且
刊可
刷
周
回Jl
d
相
珊
瑚
利
q
l

(H
.チ
ー
ク
リ
ス
編
『北
方
探
検
記
』吉
川
弘
文
館

一
九
六
二
年
)

ア
ン
ジ
ェ
-
ス
が
や
っ
て
き
た
時
の
状
況
と
い
い
ま
す
と
'

一
六

一
八
年
(元
和
四
)
の
こ
と
で
す
が
､
彼
は
秋
田
か
ら
船
で
日
本
海
側

を
北
上
し
て
'
深
浦
を
経
て
蝦
夷
地

へ
と
着
き
ま
す
｡
到
着
し
た
と

こ
ろ
は
'
お
そ
ら
-
現
在
の
上
ノ
国
町
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
て
'

そ
こ
か
ら
陸
路
松
前
に
入

っ
て
釆
ま
し
た
｡

な
ぜ
ア
ン
ジ
ェ
-
ス
が
北
の
蝦
夷
地
を
目
指
し
た
か
と
い
う
こ
と

を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
と
'
御
承
知
の
と
お
り
'
豊
臣
政
権
以
来
'

日
本
に
お
い
て
は
キ
-
ス
ト
教

へ
の
禁
圧
が
加
速
し
て
ま
い
り
ま
す
｡

日
本
の
南
側
､
す
な
わ
ち
フ
ィ
-
ピ
ン
や
マ
カ
オ
か
ら
キ
リ
ス
-
教

の
宣
教
師
が
入

っ
て
-
る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
､
そ
う
い
う
大
変

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
従

っ
て
'
北
方
世
界
が
､

比
較
的
日
本
の
領
主
権
力
の
及
び
難
い
地
域
で
あ
る
と
い
っ
た
情
報

は
当
然
あ

っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
'
北
側
か
ら
日
本
に
入

っ
て
来
れ
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
'
す
な
わ
ち
宣
教
師
が
'

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を

通

っ
て
日
本
に
潜
入
L
t
布
教
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
'
こ
れ

が
イ
エ
ズ
ス
会
と
し
て
も
大
変
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た
の
で
す
｡

そ
れ
で
は
'
な
ぜ
北
側
か
ら
入

っ
て
来
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に

な
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
'
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
朝
鮮
侵
略
の

問
題
と
､
こ
れ
は
密
接
に
関
わ
り
ま
す
｡
秀
吉
が
'
加
藤
清
正
か
ら

オ
ラ
ン
カ
イ
に
到
達
し
た
と
の
報
告
を
聞
い
て
､
欣
喜
雀
躍
し
た
と

い
う
話
を
致
し
ま
し
た
｡
『清
正
記
』
と
い
う
資
料
の
中
に
は
､
な
ん

と
オ
ラ
ン
カ
イ
の
附
近
に
蝦
夷
が
あ
る
t
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡

従

っ
て
蝦
夷
を
経
由
し
て
オ
ラ
ン
カ
イ
に
入
る
こ
と
は
大
変
簡
単
で

あ
る
､
と
｡
す
な
わ
ち
､
対
馬
を
経
由
し
て
朝
鮮
半
島
を
攻
め
上

っ

て
オ
ラ
ン
カ
イ
に
到
達
す
る
よ
り
は
､
オ
ラ
ン
カ
イ
と
蝦
夷
が
近
い

6



図3 アンジェリスの蝦夷地図(部分)イエズス会本部所蔵

[出典]班.チークリス編 『北方探検記』吉川弘文館 1962年

の
で
あ
れ
ば
'
北
側
か
ら
行
け
ば
す
ぐ
だ
と
い
う

の
で
す
｡
現
代
か
ら
見
る
と
当
然
間
違

っ
て
い
る

の
で
す
が
､
当
時

〓
ハ
世
紀
末
か
ら

一
七
世
紀
の

初
頭
に
か
け
て
､
蝦
夷
と
オ
ラ
ン
カ
イ
と
い
う
地

名
を
媒
介
と
し
て
､
そ
う
い
っ
た
地
理
情
報
が

人
々
の
脳
裏
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
｡

ア
ン
ジ
エ
-
ス
は
､
こ
う
し
た
北
か
ら
の

辛
-
ス
-
教
の
流
入
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
確

認
に
行

っ
た
の
で
す
｡
そ
れ
で
､
(資
料
-
)
『北
方

探
検
記
』
に
見
え
る
よ
う
に
､
｢
バ
ー
ド
レ
(宣
教

柿
)
の
松
前
へ
見
え
る
こ
と
は
大
事
も
な
い
｣
と
い

う
｡
こ
れ
は
､
宣
教
師
が
松
前
に
来
て
も
大
丈
夫

で
す
よ
､
と
い
う
意
味
で
す
｡
町
検
断
す
な
わ
ち

町
年
寄
で
す
け
れ
ど
も
､
ア
ン
ジ
エ
-
ス
の
正
体

を
見
抜
い
て
､
バ
ー
ド
レ
の
あ
な
た
が
こ
こ
に
来

る
の
は

一
向
に
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
よ
､
と
｡

な
ぜ
な
ら
､
天
下
が
彼
ら
を
日
本
か
ら
追
放
し
た

け
れ
ど
も
､
す
な
わ
ち
徳
川
将
軍
家
は
日
本
か
ら

バ
ー
ド
レ
た
ち
宣
教
師
を
追
放
し
た
け
れ
ど
も
､

松
前
は
日
本
で
は
な
い
の
だ
か
ら
､
こ
こ
で
キ
リ

ス
-
教
を
布
教
す
る
こ
と
は
何
ら
差
し
支
え
が
な
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い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
ア
ン
ジ
ェ
-
ス
は
そ
の
後
松
前
か
ら
帰
る
途

中
､
弘
前
付
近
で
､
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
キ
-
シ
タ
ン
た
ち
に
秘
蹟

を
授
け
ま
す
｡
そ
し
て
'
日
本
で
も
有
数
の
厳
し
い
関
所
で
あ
る

｢津
軽
の
関
｣､
こ
れ
は
碇
ヶ
関
を
指
し
ま
す
が
､
こ
こ
を
越
え
て
秋

田
領
に
抜
け
､
南
部
の
方

へ
帰
り
ま
し
た
｡

ま
た
ア
ン
ジ
ェ
-
ス
は
､
蝦
夷
人
や
松
前
に
い
た
様
々
な
人
々
か

ら
情
報
を
収
集
し
､
図
-
に
あ
る
よ
う
な
蝦
夷
地
図
を
作
製
し
ま
す
｡

地
図
中
に

｢
Y
e
2
0
｣
と
あ
り
ま
し
て
'
蝦
夷
を
描
き
込
ん
で
い

ま
す
｡
皆
さ
ん
も
お
気
づ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
､
こ
の
地
図
に
み
え

る
日
本
の
中
で
､
下
北
半
島
と
松
前
の
部
分
が
､
比
較
的
大
き
な
形

を
し
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
北
海
道
も
'
大
変
巨
大
な
姿
で
描
い
て
お

り
ま
す
｡
こ
れ
は
'
松
前
で
得
た
情
報
に
基
づ
い
て
描
い
た
図
で
す
｡

し
か
も
こ
の
図
は
'
松
前
は
日
本
で
は
な
い
と
い
う
前
提
で
描
い
て

い
る
わ
け
で
す
｡

〓
ハ
一
八
年
(元
和
四
)
の
段
階
で
は
､
権
力
側
が

ど
う
捉
え
た
か
は
別
に
し
ま
し
て
､
ま
だ
当
時
の
人
々
は
､
松
前
を

日
本
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
｡
そ

の
後
､
カ
ル
ヴ
ァ
1
-
ユ
と
い
う
宣
教
師
が
再
度
松
前
へ
行

っ
た
時

に
は
'
も
う
す
で
に
キ
-
ス
ト
教
の
禁
圧
は
相
当
き
つ
-
な
っ
て
い

ま
し
て
'
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
く
こ
と
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

そ
れ
で
は
､
日
本
の
中
に
北
海
道
が
入
り
込
ん
で
-
る
､
少
な
-

と
も
幕
藩
領
主
が
､
北
海
道
を
日
本
の
国
家
と
正
式
に
認
定
し
た
の

は
い
つ
の
時
期
か
､
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
題
に
な
り
ま
す
｡

権
力
側
が
､
基
本
的
に
日
本
の
中
に
松
前
､
蝦
夷
地
を
取
り
込
ん

だ
の
は
､
図
-
の

｢正
保
日
本
図
｣
で
す
｡
北
海
道
､
樺
太
､
千
島

列
島
と
も
､
こ
う
し
た
形
で
日
本
図
の
中
に
取
り
込
み
ま
し
た
｡
こ

の
図
は
現
在
'
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
､
許
可

を
得
ま
し
て
､
こ
れ
も

『青
森
県
史

資
料
編

近
世
-
』
の
中
に

付
図
と
し
て
入
れ
ま
し
た
｡
皆
さ
ん
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
､
こ
れ
は

1
体
何
な
ん
だ
と
お
考
え
に
な
る
と
思
い
ま
す
｡
秋
月
俊
幸
先
生
は
'

著
書

『
日
本
北
辺
の
探
検
と
地
図
の
歴
史
』
(北
海
道
大
学
図
書
刊
行

会

一
九
九
九
年
)
の
中
で
'
こ
の
地
図
の
蝦
夷
地
部
分
に
つ
い
て
､

実
際
に
計
測
し
た
も
の
で
は
な
-
､
当
時
の
人
々
が
持

っ
て
い
た

様
々
な
情
報
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
ま

す
｡
正
保
国
絵
図
を
作
製
､
提
出
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
'
江
戸
幕
府

は
各
大
名
に
詳
細
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
渡
し
ま
す
が
､
蝦
夷
地
部
分
は

そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
全
く
沿
わ
な
い
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
｡
お
そ
ら

-
計
測
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
し
､
い
わ
ゆ
る
千
島
ア
イ
ヌ
､

樺
太
ア
イ
ヌ
'
そ
れ
と
蝦
夷
地
に
い
る
ア
イ
ヌ
民
族
か
ら
情
報
を
聞

い
て
作

っ
た
鳥
轍
図
で
あ
ろ
う
と
､
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
｡
私
も
そ
の
見
解
に
賛
成
で
す
｡

こ
の
地
図
､
よ
く
見
ま
す
と
蝦
夷
地
の
中
央
部
を
南
北
に
分
け
る

線
が
横
に
引
か
れ
て
い
ま
し
て
､
南
側
が
和
人
地
で
'
北
側
が
和
人



図5 陸奥国津軽郡之絵図 (部分) 青森県立郷土館蔵

[出典]青森県 『青森県史 資料編 近世 1』2001年

図6 南部領内総絵図 (部分) 盛岡市中央公民館蔵

[出典]青森県 『青森県史 資料編 近世 1』2001年
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地
外
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
､
道
南
を
中
心
と
し
た
和
人
地
が

巨
大
に
描
か
れ
て
い
ま
す
｡

蝦
夷
地
部
分
の
絵
図
は
､
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
大
変
不
正
確
で

す
が
､
幕
府
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
作

っ
た
絵
図
と
い
う
の
は
こ

ん
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
例
え
ば
､
図
5
｢陸
奥
国
津
軽
郡
之

絵
図
｣
は
､
津
軽
郡
の
正
保
国
絵
図
で
'
弘
前
藩
領
の
右
側
東
部
側

半
分
を
示
し
て
い
ま
す
｡
蝦
夷
地
へ
の
渡
海
の
有
様
も
描
か
れ
て
い

て
､
こ
の
図
も
そ
れ
ほ
ど
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
少
な
-
と
も

先
程
の
蝦
夷
地
の
絵
図
よ
り
は
か
な
り
良
-
で
き
て
い
ま
す
｡
蛇
足

に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
こ
の
地
図
中
､
夏
泊
半
島
と
津
軽
半
島
の

え
ぞむ
ら

部
分
に
､
津
軽
ア
イ
ヌ
が
住
ん
で
い
た
｢
状

村

｣

と
い
う
の
も
表
記

さ
れ
て
い
て
､
本
州
ア
イ
ヌ
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ

て
わ
か
り
ま
す
｡
こ
の
絵
図
も
､
『青
森
県
史

資
料
編

近
世
-
』

の
付
図
に
あ
り
ま
す
｡

南
部
領
の
国
絵
図
､
図
-
｢南
部
領
内
総
絵
図
｣
も
､

一
緒
に
ご

紹
介
し
ま
す
｡
や
は
り
下
北
半
島
か
ら
蝦
夷
地

へ
の
航
路
が
描
き
こ

ん
で
あ
り
ま
す
｡
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
と
お
り
､
下
北
半
島
は
ア
イ

ヌ
語
地
名
の
大
変
多
い
と
こ
ろ
で
､
ア
イ
ヌ
民
族
の
居
住
も
お
そ
ら

く
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡
こ
の
下
北
半
島
の
先

し
も
ふ
ろ

端
部
の
下
風
呂
に
､
佐
賀
さ
ん
と
い
う
お
宅
が
あ
り
ま
す
｡
佐
賀
家

と
い
う
の
は
､
近
代
に
入

っ
て
か
ら
留
萌
に
漁
場
を
持
ち
ま
し
た
が
､

そ
の
お
宅
を
青
森
県
史
近
世
部
会
が
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き

に
'
元
禄
期
頃
の
村
絵
図
を
発
見
し
ま
し
た
｡
そ
の
絵
図
中
に
は
､

え
ぞ
や
し
き

｢狭
屋
敷
｣
と
い
う
文
言
が
出
て
き
ま
し
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
イ

ヌ
民
族
の
居
住
を
確
認
で
き
ま
し
た
｡
し
か
し
､
村
絵
図
よ
り
前
に

作
製
さ
れ
た

｢正
保
国
絵
図
｣
の
南
部
領
内
に
は
､
状
村
は
描
か
れ

て
い
ま
せ
ん
｡
す
な
わ
ち
､
津
軽
側
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
把
握
の
仕
方

と
南
部
側
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
把
握
の
仕
方
と
は
､
異
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡

さ
て
､
こ
の

｢南
部
領
内
総
絵
図
｣
の
下
北
半
島
西
側
に
あ
る
海

面
部
に
､
少
し
見
づ
ら
い
で
す
が
渦
巻
き
が
描
か
れ
て
い
ま
し
て
､

｢紫
丹
巻
｣
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
津
軽
海
峡
に
は
こ
の
よ
う
な
難

所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
'
描
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
｡

一
方
の

｢正

保
日
本
図
｣
の
中
に
も
'
津
軽
海
峡
に
渦
が
巻
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
｡
従

っ
て
南
部
領
の
国
絵
図

｢南
部
領
内
総
絵
図
｣､
そ
れ

か
ら
津
軽
郡
の

｢陸
奥
国
津
軽
郡
之
絵
図
｣
な
ど
､
こ
れ
ら
の
情
報

を
｢正
保
日
本
図
｣
の
中
に
入
れ
た
は
ず
で
す
｡
で
す
か
ら
､
こ
の
｢正

保
日
本
図
｣
の
蝦
夷
地
部
分
に
つ
い
て
も
､
お
そ
ら
-
現
物
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
ま
す
｡
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
'
我
々
も

青
森
県
史
編
さ
ん
の
調
査
の
過
程
で
蝦
夷
地
の
原
図
を
相
当
探
し
ま

し
た
が
､
残
念
な
が
ら
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡

し
か
し
当
時
の
幕
藩
領
主
が
､
こ
の
よ
う
な
形
で
蝦
夷
地
を
国
家

ll



図7 『統道真伝』表紙 慶応義塾図書館所蔵

[出典]盛田稔 ･長谷川成一編 『図説青森県の歴史』

河出書房新社 1991年

の
枠
組
み
の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
て
'
国
絵
図
の
中
に
描
き
こ
む

作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
､
｢正
保
日
本
図
｣
に
よ
っ
て
判
明
し
ま
し

た
｡さ

て
､
い
よ
い
よ
'
蝦
夷
地
が
国
家
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
れ
で
は
､
国
家
の
中
に
入
り
込
ん
で

き
た
蝦
夷
地
､
蝦
夷
地
の
人
々
を
､
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
､
民
衆
レ
ベ
ル
の
観
点
､
思
想
史

的
な
側
面
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

二

安
藤
昌
益
の
蝦
夷
観

安
藤
昌
益
と
申
し
ま
す
と
､
E
.
H
.
ノ

ー
マ
ン
が

｢忘
れ
ら
れ

た
思
想
家
｣
(『
ハ
ー
バ

ー
ト
･
ノ
ー
マ
ン
全
集

』
第
三
巻

岩
波
書
店

t
九
七
七
年
所
収
)
で
紹
介
し
て
､
我
々
に
は
大
変
な
じ
み
の
あ

る
思
想
家
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡
近
世
中
期
､
青
森
県
の

八
戸
市
に
在
住
し
た
町
医
者
で
す
｡
安
藤
昌
益
は
､
と
に
か
く
当
時

の
封
建
的
な
支
配
､
封
建
的
な
国
家
の
支
配
に
対
し
て
'
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
を
唱
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
｡

ち▲rこ･つ

武
士
は
働
か
な
い
､
百
姓
は

｢直
耕
｣
を
す
る
､
｢直
耕
｣
を
し
な

い
無
為
徒
食
の
輩
が
武
士
な
の
だ
と
'
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
｡

世
の
中
で
働
か
な
い
で
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
人
間
と
､
そ
れ
か
ら

働
い
た
も
の
を
し
ぼ
り
と
ら
れ
る
者
と
が
い
る
そ
う
い
う
搾
取
の
構

造
が
あ
る
の
だ
と
言
い
ま
す
｡
従

っ
て
､
｢直
耕
｣
を
し
な
い
武
士
は
'

と
に
か
く
け
し
か
ら
ん
存
在
で
あ
り
､
単
な
る
消
費
者
に
し
か
す
ぎ

な
い
､
と
い
う
見
方
を
し
ま
す
｡

近
年
､
い
ろ
い
ろ
研
究
が
進
み
ま
し
て
'
こ
の
安
藤
昌
益
の
著
作

だ
け
か
ら
見
れ
ば
､
も
の
す
ご
い
革
命
家
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
｡
昌
益
は
八
戸
藩
の
藩
日
記
と
い
う
正
式
な
記
録
の

中
に

一
度
だ
け
出
て
ま
い
り
ま
す
｡
そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
と
'



八
戸
城
下
で
開
催
さ
れ
た
祭
礼
の
際
､
藩
士
た
ち
が
熱
射
病
で
倒
れ

た
た
め
､
藩
は
昌
益
に
そ
の
治
療
を
依
頼
､
治
療
に
あ
た
っ
た
昌
益

は
藩
か
ら
ご
褒
美
の
銀
を
も
ら
っ
た
､
と
い
う
も
の
で
す
｡
別
に
褒

美
を
も
ら
っ
た
か
ら
良
く
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
'
こ
の
よ
う
に

昌
益
は
八
戸
港
の
家
老
以
下
､
上
級
武
士
と
の
つ
き
あ
い
が
深
か
っ

た
よ
う
で
す
｡
上
級
武
士
と
の
つ
き
あ
い
が
深
い
と
い
う
の
は
､
昌

益
が
書
い
て
い
る
も
の
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
｡

と
う
どう
し
ん
でん

そ
れ
は
そ
れ
と
い
た
し
ま
し
て
､
昌
益
の
著
作

『統
道
真
伝
』
(図

-
)の
中
に
､
蝦
夷
地
や
蝦
夷
人
に
対
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
｡(資

料
2
)
『統
道
真
伝
』
現
代
語
訳

東
夷
国
(蝦
夷
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
国
)

東
夷
国
の
気
行
と
風
物

東
夷
国
は
'
日
本
の
北
方
､
海
上
わ
ず
か
に
十
里
を
隔
て
て
松

前
の
島
が
あ
る
が
､
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
北
方
に
陸
の
続
-
こ
と
五

百
余
里
｡
そ
れ
が
東
夷
の
地
で
あ
る
｡
そ
の
気
行
は
､
世
界
の
北

端
で
あ
る
の
で
大
山
が
重
畳
し
て
､
地
は
い
た
っ
て
厚
-
､
寒
気

が
は
な
は
だ
し
い
｡
五
穀
の
類
は
実
ら
ず
'
大
河
が
数
多
-
流
れ

て
大
木
が
茂
り
､
果
実
を
結
ぶ
｡
そ
の
河
に
は
魚
が
登
る
｡
.創
出

架
実
の
精
か
凝

二
J
､
夷
左
が
七
じ
た
の
て
あ
る
-
た
か
ら

､
い

つ
も
黙
実
と
鮭
を
良
い

日
本
人
か
船
を
過
し
て
米
穀
と
魚
と
を

山当
川勾
引
創
.孤
.で
剣
劇
頑
ん
当

こ
れ
に
よ
っ
て
た
ま
に

は
米
穀
の
食
を
得
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
ふ
つ
う
は
果
実
と

魚
と
だ
け
を
常
食
に
し
て
い
る
｡

そ
の
人
品
は
､
身
長
七
､
八
尺
あ
る
い
は
六
尺
｡
松
前
近
辺
で

は
五
尺
ぐ
ら
い
で
あ
る
｡
猿
の
眼
の
色
を
し
て
い
て
､
人
相
は

荒
々
し
-
'
夫
婦
の
愛
念
が
深
-
､
長
寿
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の

心
術
は
つ
た
な
-
､
金
銀
の
通
用
が
な
い
の
で
､
貯
蓄
と
か
奮
移

と
か
の
欲
念
や
邪
巧
が
な
い
｡
上
下
の
支
配
が
な
い
の
で
戦
争
も

矧
く
t
.葡

っ
た
引
萄
わ
れ
d
引
司

用
い
｡~
倒
前
の
ガ
か
ら

侵
犯
や
劫
掠
す
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
'
向
こ
う
が
こ
ち
ら
へ
貴

り
に
来
る
こ
と
は
な
い
｡
こ
ち
ら
か
ら
侵
犯
し
た
り
劫
掠
し
た
り

射
る1
.孤
.で
塊
習

こ
れ
は
夷
人
の
私
の

罪

で
は
な
い
｡
聖
人
や
釈
迦
の
偽
教

･
妄
説
が
な
い
の
で
欲
心
と

日
刊
u
d
1両
矧
H
H
Vl
余
Ⅲ
を
与
え
て
も
こ
れ
を
他
に
持
し
て
M
r,

忍
.小Jd
が
通
日
d~
ヨ

字
間
･
文
字
の
制
作
物
も
な
い
か
ら
､
そ
の

心
は
廉
直
で
あ
る
｡

(『日
本
の
名
著

1
九

安
藤
昌
益
』
中
央
公
論
社

l
九
七

7
年
)

こ
こ
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
見
解
は
'
蝦
夷
人
は
心
が
非

常
に
素
直
で
全
く
欲
心
が
な
い
､
心
が
廉
直
で
あ
る
､
人
間
的
に
優

れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
｡
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
､
こ
こ
が

昌
益
の
真
骨
頂
で
し
て
､
儒
教
や
仏
教
が
入

っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と

13



図8 安藤昌益の基

[出典]盛田稔 ･長谷川成一

編前掲書

言
う
｡
儒
教
や
仏
教
が
入
る
と
人
間
が
悪
く
な
る
と
｡
な
ん
だ
か
こ

れ
も
大
変
な
こ
と
で
す
が
､

1
万
で
昌
益
は
'
あ
ま
り
耳
慣
れ
な
い

言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
儒
医
で
あ
り
､
儒
学
に
対
す
る
造
詣
も
非

常
に
深
い
人
間
で
す
｡
蝦
夷
人
に
は
金
銀
の
通
用
が
な
い
｡
通
用
が

な
い
か
ら
貯
蓄
や
菅
修
と
い
っ
た
欲
念
や
邪
巧
が
な
い
と
､
(b
)の
箇

所
に
あ
り
ま
す
｡
自
然
の
世
を
､
ど
う
も
蝦
夷
の
社
会
に
あ
て
は
め

て
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
｡
し
か
し
江
戸
時
代
は
封
建
社
会
と
は
い

え
､
全
国
的
な
商
品
流
通
が
す
で
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
｡
昌
益
が
生

き
た

一
八
世
紀
の
半
ば
'
宝
暦
年
間
に
は
'
商
品
流
通
や
金
融
も
発

達
し
､
世
界
で
も
有
数
の
経
済
の
発
達
し
た
市
場
を
持
つ
国
家
に
成

長
し
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
を
金
融
も
商
品
流
通
も
な
に
も
な
く
し
て

と
い
う
の
は
､
こ
れ
は
も
う
全
く
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
に
し
か
す
ぎ
な

く
な
っ
て
き
ま
す
｡

そ
れ
は
別
に
し
て
も
､
昌
益
は
､
蝦
夷
の
人
々
に
は
金
の
問
題
や

支
配
､
非
支
配
の
関
係
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
､
攻
撃

的
に
な
る
こ
と
が
な
い
の
だ
と
考
え
ま
す
｡
蝦
夷
の
人
々
が
和
人
を

攻
撃
す
る
の
は
､
こ
れ
は
ひ
と
え
に
和
人
の
ほ
う
に
責
任
が
あ
り
､

蝦
夷
人
を
搾
取
し
た
り
攻
撃
的
に
取
り
扱
う
か
ら
'
対
抗
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
反
乱
を
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
言
い
ま
す
｡
不
当
な
収

奪
に
対
す
る
彼
ら
の
蜂
起
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
｡

安
藤
昌
益
に
対
し
て
､
私
は
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
お
話
し
て
い

る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
彼
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
｡
昌
益
が
生
き
た
時
代
は
､

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に

一
八
世
紀
の
半
ば
で
す
｡
ち
ょ
う
ど

一
八

世
紀
の
初
頭
か
ら
'
日
本
各
地
'
特
に
東
北
地
方
は
不
作
現
象
に
悩

ま
さ
れ
ま
す
｡
小
氷
河
期
だ
と
い
う
方
も
い
る
ほ
ど
で
､
不
作

･
凶

作
が
次
々
に
襲

っ
て
く
る
状
況
で
し
た
｡
そ
の
最
た
る
も
の
が
天
明

の
大
飢
経
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
昌
益
が
生
き
た
時

期
の
宝
暦
の
飢
種
も
存
在
し
ま
す
.
し
か
し
日
日益
は
そ
こ
の
な
か
で
､

も
う
ひ
と
つ
へ
こ
の
八
戸
と
い
う
地
域
か
ら
-
る
社
会
の
特
有
の
矛

盾
に
直
面
し
ま
す
｡
そ
れ
は

｢猪
飢
渇
｣
(
い
の
し
し
け
か
ち
)
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
｡

こ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
､
八
戸
は
大
豆
の
特
産
地
で
す
が
､

江
戸
で
は

一
八
世
紀
に
入
り
ま
す
と
醤
油
の
生
産
が
非
常
に
盛
ん
に



な
り
ま
す
｡
こ
の
醤
油
の
生
産
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
'
八
戸
が

江
戸
の
醤
油
市
場
の
大
切
な
材
料
供
給
源
に
な
り
ま
す
｡
も
と
も
と

八
戸
南
部
の
地
域
は
ご
承
知
の
と
お
り
へ
ヤ
マ
セ
の
常
襲
地
帯
で
す

か
ら
へ
米
を
つ
く
る
に
は
､
非
常
な
-
ス
ク
を
伴
い
ま
す
｡
そ
れ
よ

り
は
'
大
豆
を
安
定
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
市
場
に
供

給
す
る
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
､
作
物
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
｡
換
金
作
物
で
す
｡
た
だ
し
へ
大
豆
を
作

っ
て
い
-
過
程
で
猪

が
大
量
発
生
す
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
｡
私
は
'
よ
-
知
り
ま
せ

ん
の
で
全
く
の
受
け
売
り
で
正
確
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
大

豆
は
連
作
を
す
る
と
地
力
が
落
ち
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
う
な
る

と
､
増
え
た
猪
に
よ
っ
て
大
豆
が
荒
ら
さ
れ
る
の
は
勿
論
な
が
ら
'

さ
ま
ざ
ま
な
穀
物
も
荒
ら
さ
れ
'
果
て
は
飢
鐘
が
生
じ
る
｡
こ
れ
を

猪
飢
渇
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
だ
と
い
い
ま
す
｡
こ
こ
に
､
昌
益
の
考

え
方
の
原
因
の

一
端
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
､

商
品
市
場
の
発
達
に
よ
っ
て
人
間
の
食
べ
る
米
を
直
接
作
る
こ
と
が

で
き
ず
'
大
豆
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
大
豆
を
作
る
の
は
'

猪
の
異
常
な
繁
殖
を
招
-
こ
と
に
な
る
｡
従

っ
て
そ
こ
か
ら
飢
鐘
が

生
じ
る
と
｡
ま
さ
に
へ
市
場
の
た
め
に
人
間
が
飢
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
'
こ
う
い
う
矛
盾
を
昌
益
は
目
の
当
た
り
に
し
た
の
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
｡

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
つ
い
て
は
へ
異
論
も
あ

っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
が
'
山
川
出
版
社
か
ら
昨
年
刊
行
し
ま
し
た

『青
森
県
の
歴

史
』
の
中
に
書
い
て
お
さ
ま
し
た
の
で
､
こ
の
猪
飢
渇
に
つ
い
て
興

味
の
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
｡

C)
L]･6
い

昌
益
は
'
八
戸
を
去

っ
て
後
へ
彼
の
生
ま
れ
故
郷
の
出
羽
国
比
内

に
帰
り
ま
す
｡
図
-
に
あ
り
ま
す
の
か
彼
の
墓
で
'
大
館
市
二
井
田

お
ん
せ
ん
じ

の
温

泉

寺

に
あ
り
へ
大
変
小
さ
い
も
の
で
す
｡
参
考
の
た
め
掲
げ
ま

し
た
｡
昌
益
の
蝦
夷
地
観
に
つ
い
て
は
へ
以
上
で
す
｡

三

文
化
四
年
(
一
八
〇
七
)
｢北
の
黒
船
事
件
｣

-
北
奥
羽
各
藩
の
蝦
夷
地
出
兵
-

こ
こ
で
は
､
｢蝦
夷
騒
動
之
書
付
写
｣
と
い
う
資
料
を
も
と
に
し
て

お
話
し
し
ま
す
｡
｢北
の
黒
船
事
件
｣
と
い
う
の
は
､
文
化
四
年
(
一
八

〇
七
)
に
ロ
シ
ア
の
フ
グ
ォ
ス
ト
フ
ら
が
､
樺
太
､
利
尻
そ
れ
か
ら
択

捉
な
ど
で
乱
暴
を
は
た
ら
い
た
事
件
で
'
何
年
か
前
に
､
N
H
K
の

歴
史
番
組
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
｡
そ
の
時
に
'
私
も
N

H
K
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
相
談
を
受
け
ま
し
て
へ
い
ろ
い
ろ
調
査
を

し
て
歩
い
た
中
で
見
つ
け
た
資
料
が
'
｢蝦
夷
騒
動
之
書
付
写
｣
で
す
｡

こ
れ
は
現
在
へ
史
料
を
複
写
し
た
も
の
が
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館

の
北
方
資
料
室
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡
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(資
料
3
)
｢蝦
夷
騒
動
之
書
付
写
｣

(北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
架
蔵
本
)

蝦
夷
騒
動
之
書
付
写

津
軽
軍
中
よ
り
逃
帰
り
候
兵
庫
船
乗
組
の
船
頭
よ
り
中
ロ
聞
書

(中
略
)

1
㌧
蝦
夷
地
松
前
沖
ニ
ヲ
ロ
シ
ャ
国
之
軍
船
百
五
六
拾
腹
備
堅
居

候
'
此
内
大
船
百
般
程
､
残
り
ハ
小
船
也
､
大
船
と
中
は
人
数
壱

万
四
五
千
㌧
又
は

一
万
人
程
乗
組
'
小
船
は
五
千
人
程
之
乗
組
と

相
見
へ
候
'
(中
略
)

1
㌧
(a
笥

碑
矧矧
矧
川u樹
封
弧
､

葛

一
対
訓
川詞
団
引
｣叫
可
刊
｣附
脚
謝
嘲
司
H山固
いq柑
矧m司

倒
封
ー
南
部
勢
よ
り
石
火
矢
数
多
打
懸
'
ヲ
ロ
シ
ャ
船
百
人
無
程

之
小
船
二
石
火
矢

一
放
打
中
皆
殺
二
相
成
'
是
よ
り
ヲ
ロ
シ
ャ
船

一
先
引
候

二
付
､
日
本
勢
軍
船
押
出
双
方
よ
り
鉄
砲
打
合
中
内
'

ヲ
ロ
シ
ャ
ノ
方
よ
り
海
中

二
火
竜
と
申
も
の
を
仕
か
け
'
海
上
湯

玉
立
'
其
内
よ
り
火
玉
無
透
間
飛
出
日
本
之
軍
船
数
面
復
り
'
即

時

二
七
百
計
人
数
及
死
亡
候
事
'

(中
略
)

来
書
写

公
儀
よ
り
蝦
夷
地
之
風
評
御
禁
被
仰
付
候
而
'
只
今
は
致
沙
汰
候

人
も
無
御
座
候
､
然
し
内
々
実
説
承
り
候
処
'
中
々
当
分
相
静
り

候
と
も
相
聞
不
申
候
,
(b

南
部
･津
軽
之
御
同
勢

ハ
余
程
之
討
死

I

d
相
聞
傾
｣
固
相
勅
封
叫御
同
勢
少
∪
盛
観
取
捌
測
御
題
候
'
公
義

人
血
税

二
功
利
剰
ー
小
硯
酬
傾
粛
鼎
翻
心
観
列
J

H様
之
噂
矧
御

矧
.可
は
相
立
不
申
'
蝦
夷

1
向

二
武
之
御
㈲
鮒
之
､
右
之~
小
役
之

葡
萄

も
仕
儀
､
(下
略
)

九
月
十

一
日

極
御
内
々
御
書
付
写

｢津
軽
軍
中
よ
り
逃
帰
り
候
兵
庫
船
乗
組
の
船
頭
よ
り
中
ロ
聞
書
｣

と
い
う
表
題
が
示
す
と
お
り
'
船
頭
が
話
し
て
い
た
こ
と
を
幕
府
側

が
書
き
留
め
た
も
の
で
'
文
末
に

｢極
御
内
々
御
書
付
写
｣
と
あ
り

ま
す
よ
う
に
'
全
-
の
秘
密
に
さ
れ
ま
し
た
｡
幕
府
と
し
て
は
'
絶

対
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
内
容
を
含
ん
で
い
ま
し
た
｡

し
か
し
'
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
内
容
は
'
歴
史
的
な
事
実
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
(a
)の
と
こ
ろ
'
｢津
軽

･
南
部

･
江
戸
三
ヶ
所
之
御
勢
'

津
軽
横
江
陣
を
張
'
堅
有
之
候
処
'
六
月
六
日
ヲ
ロ
シ
ャ
船
押
寄
既

二
上
陸
と
相
見
へ
候
｣
と
あ
り
ま
し
て
'
フ
グ
ォ
ス
ト
フ
の
ロ
シ
ア

の
艦
隊
が
津
軽
に
敵
前
上
陸
し
て
き
た
と
い
う
話
で
す
が
'
こ
れ
は

歴
史
的
事
実
で
は
な
か
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
｡
弘
前
藩
の
藩
庁
日

記
は
ほ
ぼ
読
ん
だ
つ
も
り
で
す
け
れ
ど
も
'
ロ
シ
ア
軍
が
津
軽
半
島

に
敵
前
上
陸
し
た
話
は
､
つ
い
ぞ
弘
前
藩
の
公
式
記
録
に
は
出
て
ま



い
り
ま
せ
ん
｡

｢津
軽

･
南
部

･
江
戸
｣
と
あ
り
ま
し
て
､
弘
前
藩
の
軍
勢
'
盛
岡

藩
の
軍
勢
､
そ
れ
か
ら
江
戸
と
い
う
の
は
幕
府
の
旗
本

･
御
家
人
で

構
成
す
る
幕
府
軍
で
す
｡
彼
ら
が
津
軽
の
穣
海
岸
に
待
ち
構
え
て
い

て
､
そ
こ
に
阻
止
線
を
築
い
て
､
ロ
シ
ア
に
向
け
.て
大
砲
を
撃

っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
こ
に
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
書
い
て
あ
る
の
で

す
が
､
｢南
部
勢
よ
り
石
火
矢
数
多
打
懸
､
ヲ
ロ
シ
ャ
船
百
人
無
程
之

小
船
に
石
火
矢

一
放
打
中
皆
殺
二
相
成
｣
と
あ
り
ま
し
て
､

一
隻
は

敵
前
上
陸
し
て
く
る
ロ
シ
ア
側
の
船
に
大
砲
を
撃
っ
て
撃
破
し
た
と

あ
り
ま
す
｡
し
か
し
ロ
シ
ア
側
か
ら
撃

っ
て
き
た
き
た
大
砲
の
弾
が
'

海
中
に
ド
ー

ン
と
当
た
っ
て
き
て
､
そ
れ
が
'
｢火
竜
と
申
も
の
を
仕

か
け
｣
で
す
ね
､
｢海
上
湯
玉
立
､
其
内
よ
り
火
玉
無
透
間
飛
出
日
本

之
軍
船
数
面
復
｣
る
と
､
日
本
側
は
七
百
人
の
死
亡
に
及
ぶ
大
損
害

を
受
け
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
｡

問
題
な
の
は
'
(b
)の
と
こ
ろ
で
す
｡
｢南
部

･
津
軽
之
御
同
勢

ハ

余
程
之
討
死
と
相
聞
候
｣
で
す
ね
'
盛
岡
藩
の
藩
兵
と
弘
前
藩
の
藩

兵
の
戦
死
者
が
多
か
っ
た
と
｡
｢佐
竹
公
之
御
同
勢
少
し
宜
敷
取
沙

汰
御
座
候
｣､
佐
竹

(秋
田
港
)
の
方
は
そ
れ
ほ
ど
の
損
害
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

一
方
で

｢公
義
人
は
役

二
立
不
申
｣
と
あ
り
､

幕
府
軍
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

｢小
役
勤
候
者
共
慾
心
強
ク
､
ケ
様
之
時
分
御
用
二
は
相
立
不
申
｣

と
あ
り
ま
す
｡
｢蝦
夷

一
向

二
武
之
御
備
無
之
'
右
之
小
役
之
者
共

未
練
之
働
と
も
仕
候
｣
と
あ
り
ま
し
て
､
幕
府
の
軍
勢
は
上
も
下
も

戦
争
に
お
い
て
役
に
た
た
な
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
風
説
と
は
言

え
､
幕
府
の
軍
勢
の
評
価
が
こ
こ
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
､
こ
れ
は
幕
府
に
と
っ
て
は
大
変
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
す
か

ら
､
｢極
御
内
々
御
書
付
写
｣
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

皆
様
御
承
知
の
と
お
り
､
江
戸
幕
府
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
将
軍

は
､
征
夷
大
将
軍
で
す
｡
征
夷
大
将
軍
の
職
は
､
律
令
官
制
に
お
い

りょうげのかん

て
令
外
宮
で
す
け
れ
ど
も
'
夷
を
征
す
る
大
将
軍
と
い
う
こ
と
で
す
｡

ロ
シ
ア
は
ま
さ
に
夷
で
あ
り
'
そ
の
夷
を
征
す
る
将
軍
が
開
い
た
政

務
機
関
が
幕
府
で
､
夷
を
征
す
る
こ
と
こ
そ
征
夷
大
将
軍
の
､
そ
し

て
徳
川
将
軍
の
､
最
も
重
要
な
役
割
で
す
｡
圧
倒
的
な
武
力
を
持
ち
'

そ
し
て
夷
を
滅
ぼ
す
力
が
あ
っ
て
こ
そ
､
征
夷
大
将
軍
の
権
威
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
｡
そ
の
圧
倒
的
な
武
力
を
誇
る
筈
の
幕
府

軍
は
役
に
立
た
な
い
｡
そ
れ
か
ら

｢小
役
勤
候
者
共
慾
心
強
ク
｣
と

あ
り
ま
す
か
ら
､
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る
身
分
の
低
い
御
家
人
た
ち

は
､
欲
心
ば
か
り
で
公
に
奉
仕
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
全
く
な
い
と

い
う
｡
ま
た
'
｢蝦
夷

1
向

二
武
之
御
備
無
之
｣
と
あ
り
ま
す
か
ら
､

ア
イ
ヌ
民
族
に
も
武
力
の
備
え
が
な
い
と
あ
り
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
'

幕
府
に
は
夷
を
征
す
る
よ
う
な
圧
倒
的
な
武
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た

こ
と
が
､
こ
こ
に
暴
露
さ
れ
か
か
っ
た
の
で
す
｡

17



図9 蝦夷地 ･場所図 (簾地曳網漁図) 大石神社 (風間浦村)蔵

[出典]青森県立郷土館 『図録 青森県の産業絵馬展』1993年

こ
の

｢蝦
夷
騒
動
之
書
付
写
｣
に
は
､
こ
の
前
後
に
ま
だ
か
な
り

の
記
述
が
あ
り
､
次
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
記
事
も
載

っ
て
い
ま
す
｡

津
軽
の
磯
で
日
本
の
軍
勢
が
撃
破
さ
れ
た
と
い
う
噂
が
大
き
-
な
り
､

ロ
シ
ア
の
軍
艦
が
伊
勢
湾
ま
で
下

っ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
､
さ
ら

に
江
戸
も
風
前
の
灯
に
な
る
､
と
い
っ
た
噂
が
た
つ
よ
う
に
な
る
｡

ま
た
そ
の
時
に
､
江
戸
に
い
た
旗
本

･
御
家
人
が
､
質
入
れ
し
て
い

た
古
い
武
具
を
慌
て
て
買
い
戻
し
､
さ
ら
に
金
を
借
り
ま
-
っ
て
､

急
い
で
武
具
を
買
い
集
め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
醜
態
を
演
じ
た
､
な

ど
.
約
半
世
紀
後
､
嘉
永
六
年
(
7
八
五
三
)
に
ペ
リ
I
が
や
っ
て
き

て
騒
動
と
混
乱
の
極
み
に
至

っ
た
の
で
す
が
､
そ
れ
と
同
じ
事
が
当

時
起
き
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
､
文
化
四
年
の
北
の
黒
船
事
件
は
､
ペ

-
ー
来
航
､
そ
し
て
幕
府
崩
壊
の
序
章
で
あ
り
､
幕
藩
体
制
崩
壊
の

予
兆
と
も
言

え
る
わ
け
で
､
蝦
夷
地
を
介
し
て
不
気
味
な
未
来
を
予

想
さ
せ
る
事
態
が
生
じ
た
の
で
し
た
｡

四

北
奥
羽
と
蝦
夷
地
と
の
交
流

図
-
｢蝦
夷
地

･
場
所
図
(錬
地
曳
網
漁
図
)
｣
を
ご
覧
-
だ
さ
い
｡

か
ぎ
ま
･r
･LL

お
おいし

こ
れ
は
青
森
県
の
下
北
郡
風
間
浦
村
､
大
石
神
社
に
あ
る
奉
納
絵
馬

で
す
｡
安
政
二
年
(
一
八
五
五
)
の
請
負
場
所
で
の
漁
業
労
働
を
描
い

て
い
ま
す
｡
漁
業
労
働
に
従
事
し
て
い
る
人
々
そ
れ
か
ら
ア
イ
ヌ
の



コ
タ
ン
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
｡
チ
セ
と
よ
ば
れ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の

住
居
も
あ
り
ま
す
｡
場
所
を
描
い
た
絵
図
は
珍
し
-
､
労
働
し
て
い

る
姿
ま
で
描
い
て
い
て
､
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
｡
こ
の
場
所
が
蝦

夷
地
の
ど
こ
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
､
お
わ
か
り
の
方
は
お

知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
ア
イ
ヌ
民
族
の
コ
タ
ン
の
す

ぐ
側
に
場
所
が
設
置
さ
れ
て
い
て
､
網
を
ひ
い
て
い
る
姿
が
あ
り
､

ま
た
油
を
絞
る
装
置
や
焚
い
て
い
る
姿
も
見
え
ま
す
の
で
､
煉
漁
の

漁
場
の
絵
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
､
も

っ
と

研
究
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
す
が
､
お
示
し
だ
け
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
､
先
程
の
下
風
呂
の
佐
賀
さ
ん
も
そ
う
で
す
が
､
下

図 10 ｢獄中記｣の表紙

[出典]盛田稔 ･長谷川成一編前掲書

北
半
島
の
人
々
が
か
な
り
蝦
夷
地
の
漁
場
､
請
負
場
所
に
出
て
行
き

ま
し
た
｡
根
室
の
請
負
場
所
な
ど
で
は
､
下
北
半
島
の
出
身
者
が
六

八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
'
天
明
の
飢
種
の
際
､
天
明

八
年
(
一
七
八
八
)
に
幕
府
の
巡
見
使
が
や

っ
て
来
た
と
き
に
は
､
津

軽
側
か
ら
松
前

へ
飢
鐘
の
た
め
人
が
流
れ
て
き
て
非
常
に
困

っ
て
い

る
､
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
年
に
八
百
人
程
も
津
軽

側
か
ら
人
々
が
や
っ
て
-
る
と
い
う
こ
と
で
､
中
に
は
松
前
へ
着
く

だ
け
で
精

一
杯
､
松
前
に
着
い
て
か
ら
八
百
人
の
う
ち
二
百
人
以
上

が
飢
え
て
死
ん
で
し
ま

っ
た
と
い
う
記
録
も
残

っ
て
い
ま
す
｡
津
軽

者
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
､
松
前
の
側
は
受
入
に
非
常
に

寛
大
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
津
軽
か
ら
や
っ
て
来
た
人
間
に
対

し
て
米

一
升
と
銭
古
文
を
与
え
て
帰
国
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
｡
｢
し
ょ
っ
ぱ
い
川
｣
を
渡

っ
て
来
る
人
々
に
対
し
て
､
津
軽
､
南

部
を
問
わ
ず
､
蝦
夷
地
の
側
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
懐
が
深
か
っ
た

よ
う
で
す
｡

そ
の
よ
う
な
状
況
が
､
当
時
の
東
北
の
民
衆
に
ど
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
､
次
の

｢民
衆
の
蝦
夷
地
観
｣
と
い

う
と
こ
ろ
で
触
れ
ま
し
ょ
う
｡



五

民
衆
の
蝦
夷
地
観

-
南
部
の
三
浦
命
助
に
見
る
-

み

う

ら

め

い

す

け

さ
ん

三

浦

命

助

と

い
う
人
物
は
大
変
な
人
で
'
幕
末
に
南
部
地
方
の
三

へ
い
い

閉
伊
大

一
按
を
指
導
し
た
人
物
と
し
て
'
皆
さ
ん
も
御
承
知
の
こ
と

と
思
い
ま
す
｡
彼
は
捕
ま
っ
て
か
ら
'
｢獄
中
記
｣
と
い
う
､
日
記
と

い
う
か
記
録
を
書
き
ま
す
｡
｢獄
中
記
｣
の
表
紙
は
､
実
際
に
は

｢大

福
帳
｣
あ
る
い
は

｢天
下
泰
平
国
家
安
全
｣
と
書
か
れ
て
い
て
､
｢獄

中
記
｣
と
い
う
の
は
'
岩
手
大
学
の
森
嘉
兵
衛
先
生
が
命
名
し
た
名

前
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
記
録
は
家
族
へ
宛
て
て
書
い

た
も
の
で
､
図
10
の
表
紙
の
添
え
書
き
に
も
､
｢
一
ぽ
ん
て
う
め

ん
な

り
､
よ
-
よ
-
ご
ら
ん
｣
な
ど
と
あ
り
ま
す
｡

｢獄
中
記
｣
に
は
､
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

(資
料
4
)
｢獄
中
記
｣

口
上

ラクジ
ナウ

一

ム
カ
シ
ノ
コ
ト
ヲ
中
上
候
｡
日
本

一
ノ
大
坂
ノ
御
城
モ
落
城

ノ
ザ
ン

ニ
相
成
り
申
候
｡
ヒ
デ
ヒ
ラ
ノ
ヤ
ガ
ダ
モ
野
山
卜
相
成
り
申
候
｡

ごとき

ユ
ワ
ン
ヤ
我
我
如

ハ
'

ハ
ゾ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
､
ク
ヤ
ム
コ
ト
ナ
カ

おんう
りLJしくださる
ペく

レ
｡
人

ニ
マ
ケ
テ
､
極

楽

世

界

ノ

御

地

二

御
移

可
被

成

下

候

｡

松

前
程
ノ
御
国
ハ
無
御
座
候
間
､
御
移
り
可
被
成
下
候
｡
目
出
度
申

上
候
｡
以
上
｡

な
お
な
お

一

猶
々
中
上
候
｡
何
ニ
ヨ
-
ソ
ロ
バ
ン
ヲ
オ
ボ
エ
テ
御
移
り
可

被
成
候
｡
以
上
｡

タ
マイ

コク
ン
ユ

マコ-

1

刃
.川.刃
ヨ

ー
魂

20

ニ
ナ
ン
ギ
致
ナ
-
｡

オ
リ

マ
ツ
マイ

ウツリ

依
テ
然
ル
こ
､
折

ヲ
見
合
テ
'
樹

叫
附

.
1

｢酬
矧

ハナレ

リウ
グ
ウ

-
可
被
成
下
候
｡
ヨ
グ
ヲ

離

テ

､
竜

宮

ノ
御
地

二
御
移
り
可
被
成

ゴ
ク
う
ク
セ
カ
イ

下
候
｡
尋

封
山
1

ヨ
グ
ヲ
離
レ
テ
御
移
り
可
被
成
下
候
｡
以
上
｡

(『日
本
思
想
大
系
五
八

民
衆
運
動
の
思
想
』
岩
波
書
店

一
九
七
〇
年
)

｢極
楽
世
界
ノ
御
地
二
御
移
可
被
成
下
候
｣､
｢松
前
程
ノ
御
国
ハ
無

御
座
候
間
'
御
移
り
可
被
成
下
候
｣
と
あ
り
､
松
前
は
極
楽
の
よ
う

な
土
地
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
｡
ま
た
次
に

｢天

ハ
メ
グ

マ
セ
玉
ド
モ
､
国
守
ノ
メ
グ
-
ナ
キ
ユ
エ
二
､
誠

ニ
ナ
ン
ギ
致
ナ
-
｣

と
あ
り
ま
す
｡
と
に
か
-
当
時
'
幕
末
の
盛
岡
藩
は
､
あ
る
意
味
で

は
日
本
で
も
有
数
の
困
窮
し
た
藩
で
'
い
わ
ゆ
る
悪
政
を
行

っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
｡
こ
の
こ
と
は
別
に
私
が
言

っ
た
の
で
は
な
-
て
､

他
の
本
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
で
す
｡
何
が
悪
政
で
何
が
善
政
な
の

か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
藩
札

(藩
の
中
で
し
か
通
用
し
な
い
紙

の
貨
幣
)
を
乱
発
し
ま
し
て
､
猛
烈
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き

起
こ
し
ま
す
｡
経
済
政
策
の
失
敗
､
そ
れ
に
対
し
て
百
姓

一
標
が
起



図 11 大嶋小嶋之沖合に於る烏賊漁之景 八幡神社 (本荘市松ヶ崎)蔵

[出典]本荘市 『松ヶ崎の民俗』 1995年

こ
る
｡
と
こ
ろ
が
立
ち
上
が

っ
た
百
姓
に
､
最
初
は
は
い
は
い
何
で

も
聞
き
ま
す
よ
と
TrllD
い
､
百
姓

7
校
が
収
ま
っ
た
後
に
な
っ
て
'
首

謀
者
を
捕
ま
え
て
極
刑
に
処
す
と
い
う
､
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
や

り
ま
す
｡
農
民
た
ち
は
も
う
南
部
領
に
居
た
く
な
い
'
今
度
は
仙
台

藩
領
に
行
き
た
い
と
い
う
こ
と
ま
で
言
い
出
す
｡
あ
る
意
味
で
は
､

盛
岡
藩
は
面
目
ま
る
つ
ぶ
れ
と
い
っ
た
状
態
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ

ま
す
｡

そ
う
し
た

一
校
を
指
導
し
た
の
か
へ
三
浦
命
助
と
い
う
人
物
で
す
｡

三
浦
命
助
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
'
｢天

ハ
メ
グ
マ
セ
玉
ド
モ
､

国
守
ノ
メ
グ
-
ナ
キ
ユ
エ
ニ
｣
と
い
う
'
ま
さ
に
慈
悲
の
な
い
藩
主
､

南
部
盛
岡
藩
に
対
し
て
､
鋭
い
糾
弾
を
行

っ
て
い
ま
す
｡
そ
こ
で
､

｢松
前

二
御
移
り
可
被
成
下
候
｣､
｢竜
宮
ノ
御
地

二
御
移
り
可
被
成

下
候
｣へ
｢
ヨ
ク
ヲ
離
ル
ト
キ
ハ
､
極
楽
世
界

二
移
ラ
セ
玉
ウ
ナ
-
｣

と
､
妻
子
に
は
松
前

へ
移
住
す
る
よ
う
に
と
'
も
う
こ
ん
な
所
に
い

て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
と
言
い
ま
す
｡
こ
れ
は
つ
ま
り
'
蝦

夷
地
は
ア
ジ
-
ル
(避
難
地
)
で
あ
る
と
言

っ
て
い
ま
す
｡
圧
政
'
飢

鐘
へ
そ
し
て
収
奪
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
､
ま
さ
に
避
難
所
と
し
て
'

命
助
は
蝦
夷
地
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

先
程
､
天
明
の
大
飢
徒
の
際
'
津
軽
者
と
い
え
ば
松
前
で
は
受
け

入
れ
に
寛
大
で
あ

っ
た
こ
と
､
渡

っ
て
-
る
人
々
に
米

一
升
と
銭
百

文
を
与
え
て
帰
国
さ
せ
る
と
い
う
処
置
を
と

っ
て
い
た
と
い
う
お
話



を
し
ま
し
た
が
'
こ
の
ア
ジ
ー
ル
と
い
う
言
葉
か
ら
察
す
る
に
､
東

北
､
特
に
北
東
北
の
人
々
に
は
､
以
上
述
べ
た
よ
う
な
蝦
夷
地
の
イ

メ
ー
ジ
が
心
の
中
の
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
､
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡

お
わ
り
に

今
ま
で
は
近
世
の
話
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
｡
さ
て
､

一
番
最
初

に
､
私
は
秋
田
県
本
荘
市
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
話
を
致
し
ま
し
た

が
､
図
日

｢大
嶋
小
嶋
之
沖
合
に
於
る
烏
賊
漁
之
景
｣
と
い
う
絵
馬

を
ご
覧
下
さ
い
｡
こ
れ
は
､
本
荘
市
の
北
側
､
松
ケ
崎
と
い
う
地
区

の
八
幡
宮
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
絵
馬
で
す
｡
実
は
こ
の
八
幡
宮
は
私

の
母
の
実
家
で
'
本
荘
市
の
文
化
財
調
査
を
し
て
い
た
時
に
､
こ
の

絵
馬
を
発
見
し
ま
し
た
｡
私
自
身
は
近
世
が
専
門
で
す
の
で
何
と
も

思
わ
ず
に
い
ま
し
た
が
'
民
俗
の
関
係
の
方
が
こ
の
絵
馬
を
見
ま
し

て
､
こ
れ
は
す
ご
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
｡
母
の
実
家
に
遊
び

に
行

っ
た
と
き
に
子
供
の
頃
か
ら
見
て
い
る
絵
馬
の
は
ず
な
の
で
す

が
､
問
題
関
心
が
な
い
の
で
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
｡

こ
の
烏
賊
釣
り
の
絵
は
､
大
正
三
年

(
1
九

1
四
)
に
松
前
町
江
良

町
村
の
和
田
秀
江
(直
次
郎
)
さ
ん
と
い
う
方
が
描
い
た
も
の
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
描
か
れ
た
場
所
は
松
前
沖
で
､
『松

ケ
崎
の

民
俗
』
(本
荘
市
史
民
俗
調
査
報
告
書

第
四
集

本
荘
市
編

1
九

九
五
年
)
か
ら
の
受
け
売
り
で
す
け
れ
ど
も
､
こ
の
中
に
描
か
れ
て

い
る
山
は
岩
木
山
だ
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
こ
に
は
ま
た
､
松
前
大

嶋
小
嶋
や
蒸
気
船
､
烏
賊
を
釣
る
道
具
も
描
か
れ
て
い
ま
す
｡
烏
賊

を
釣
る
道
具
な
ど
は
､
現
物
は
残

っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
作
業
風

景
が
絵
に
描
か
れ
る
と
､
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か

る
の
で
､
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
聞
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
船
は
､

お
そ
ら
く
当
時
の
松
ケ
崎
村
か
ら
出
稼
ぎ
に
行

っ
た
人
々
が
主
体
の

船
で
､
そ
の
た
め
に
絵
馬
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
｡

松
ケ
崎
は
､
江
戸
時
代
に
は
塩
業
と
農
業
､
塩
農
兼
業
の
村
で
し

た
｡
日
本
海
沿
岸
､
出
羽
国
の
方
の
村
々
は
塩
業
が
盛
ん
な
傾
向
が

あ
り
ま
し
た
が
､

一
八
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
瀬
戸
内
で
塩
の
大
量

生
産
が
可
能
に
な
り
､
移
入
塩
が
ど
ん
ど
ん
入

っ
て
来
る
よ
う
に
な

り
ま
す
｡
そ
の
た
め
塩
業
が
衰
え
､
塩
農
兼
業
と
い
う
生
産
構
造
が

崩
壊
し
た
た
め
に
､
松
ケ
崎
村
で
は
海
に
出
て
行
く
し
か
な
か
っ
た

の
で
す
｡
こ
の
村
に
は
､
｢山
投
げ
て
も
海
投
げ
る
な
｣
と
い
う
諺
が

あ
っ
た
い
う
こ
と
が
､
『松
ケ
崎
の
民
俗
』
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
｡
す
な
わ
ち
､
海
か
ら
の
恵
み
は
絶
対
に
捨
て
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
｡
結
局
松
ケ
崎
村
で
は
､
宝
暦
以
降
移
入
塩
が
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
塩
業
が
廃
れ
て
蝦
夷
地
へ
の
出
稼
ぎ
が
非
常
に
盛
ん
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に
な
り
､
蝦
夷
地
に
定
住
し
た
人
々
も
相
当
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
｡

き
さ
か
た

ま
た
､
松
尾
芭
蕉
の

『奥
の
細
道
』
で
知
ら
れ
て
い
る
出
羽
国
象

し
お
ご
し

渇

(秋
田
県
由
利
郡
象
潟
町
)
の
す
ぐ
そ
ば
に
､
塩
越

(同
前
)
と

い
う
港
町
が
あ
り
ま
す
｡
塩
越
は
漁
業
を
中
心
と
し
た
村
で
'
こ
こ

か
ら
も
蝦
夷
地

へ
大
量
の
出
稼
ぎ
者
が
行

っ
て
い
ま
し
た
｡
寛
政
二

年

(
一
七
九
〇
)
に
塩
越
に
来
訪
し
た
高
山
彦
九
郎
の

『北
行
日
記
』

に
､
塩
越
町
五

〇
〇
軒
余
の
う
ち
三

〇
〇
人
ほ
ど
が
松
前
稼
ぎ
に
出

か
け
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
､

秋
田
県
､
出
羽
国
の
沿
岸
地
帯
､
あ
る
い
は
下
北
半
島
や
津
軽
半
島

等
か
ら
の
蝦
夷
地

へ
の
出
稼
ぎ
や
移
住
に
よ
っ
て
､
蝦
夷
地
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡

三
浦
命
助
も
ま
た
､
そ
う
し
た
歴
史
的
過
程
で
松
前
'
蝦
夷
地
に
関

す
る
認
識
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

最
後
に
､
三
浦
命
助
の
衡
子
孫
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
｡

三
浦
命
助
の
御
子
孫
は
'
維
新
後
北
海
道
に
渡
り
､
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿

岸
の
街
に
移
住
し
た
と
聞
い
て
お
り

(札
幌
大
学
の
桑
原
真
人
教
授

の
ご
教
示
)､
そ
う
し
た
動
き
の
中
に
は
､
蝦
夷
地
に
対
す
る
東
北
民

衆
の
様
々
な
考
え
方
の
反
映
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

領
主
の
レ
ベ
ル
､
民
衆
の
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の

蝦
夷
地
と
の
交
流
は
､
東
北
各
地
の
人
々
の
蝦
夷
地
に
対
す
る
認
識

の
問
題
等
を
含
め
､
今
後
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
す
｡

長
時
間
の
ご
静
聴
､
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

(弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授
)

本
稿
は
､
二
〇
〇
一
年

一
二
月
二
日
t
か
で
る
2

･-
で
開
催
さ

れ
た
北
海
道
立
文
書
館
主
催
の

｢文
書
で
み
る
北
海
通
史
講
座
｣
で

講
演
さ
れ
た
記
録
に
'
補
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
｡
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