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1

　
　

み
ご
と
な
大
冊
。

　
　

美
し
い
写
真
。

　
　

き
れ
い
な
実
測
図
。

　
　

そ
し
て
、
ず
っ
し
り
と
重
た
い
本
。

　

こ
れ
が
、
昨
年
出
版
さ
れ
た
『
青
森
県
史　

資
料
編　

中
世
4
』、
つ
ま
り
「
金

石
文
・
編
さ
ん
物
・
海
外
資
料
・
補
遺
」
を
収
め
た
こ
の
本
を
拝
見
し
た
と
き
の
、

最
初
の
印
象
だ
っ
た
。
そ
の
印
象
は
、
全
ペ
ー
ジ
を
拝
見
し
た
後
の
今
も
、
変
わ
ら

な
い
。
こ
の
大
部
の
書
物
を
お
作
り
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
執
筆
さ
れ
た

方
々
、
関
係
さ
れ
た
方
々
に
、
ま
ず
は
心
か
ら
の
賛
辞
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
。

　

さ
て
、
こ
の
本
は
、
青
森
県
史
の
中
世
の
部
の
最
終
巻
と
な
る
の
で
、
本
来
の
対

象
と
な
る
資
料
以
外
で
、
他
の
巻
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
も
、
第
4
部
に
「
補

遺
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
を
含
め
た
章
立
て
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

第
1
部　

金
石
文
編

　
　

第
一
章　

総
説　
　

　
　

第
二
章　

研
究
史
編 　

『
青
森
県
史
　
資
料
編
　
中
世
4

　
金
石
文
・
編
さ
ん
物
・
海
外
資
料
・
補
遺
』

千
々
和

　
到

　
　

第
三
章　

資
料
編

　

第
2
部　

編
さ
ん
物
編

　
　

第
一
章　

南
部
氏
関
係
編
さ
ん
物

　
　

第
二
章　

津
軽
氏
関
係
編
さ
ん
物

　
　

第
三
章　

松
前
氏
関
係
編
さ
ん
物

　
　

第
四
章　

解
題

　

第
3
部　

海
外
資
料
編

　
　

第
一
章　

中
国
・
朝
鮮
資
料

　
　

第
二
章　

宣
教
師
資
料

　
　

第
三
章　

解
題

　

第
4
部　

補
遺

　
　

第
一
章　

外
浜
・
ひ
の
も
と
関
係
資
料

　
　

第
二
章　

南
部
氏
関
係
資
料
補
遺

　
　

第
三
章　

安
藤
氏
関
係
資
料
補
遺

　
　

第
四
章　

津
軽
・
浪
岡
北
畠
氏
関
係
資
料
補
遺

　
　

第
五
章　

松
前
氏
関
係
資
料
補
遺

　

ま
た
、
本
書
の
掲
載
写
真
は
巻
頭
に
は
カ
ラ
ー
写
真
が
三
〇
頁
も
あ
る
。
そ
し
て

Ａ
4
版
で
約
八
五
〇
ペ
ー
ジ
も
あ
る
大
き
く
厚
い
本
な
の
に
、
価
格
は
五
六
〇
〇
円

と
い
う
。2

　

私
が
本
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
理
由
は
、
中
世
の
石
塔
で
あ
る
板
碑
の
研
究
を
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し
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
板
碑
な

ど
の
中
世
の
石
造
物
に
つ
い
て
批
評
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
本
書
の
主
要
な
仕
事
で
あ
る
拓
本
に
つ
い
て
。
墨
色
が
う
す
く
、
美
し
い
。

と
て
も
品
の
よ
い
拓
本
だ
。
し
か
も
、
刻
ま
れ
た
銘
文
も
、
と
て
も
鮮
明
で
、
明
瞭

に
読
め
そ
う
な
す
ば
ら
し
い
拓
本
で
あ
る
。
採
拓
技
術
が
優
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
念
の
た
め
調
査
作
業
を
さ
れ
た
方
々
の
お
名
前
を
見
れ
ば
、
採
拓
は
仙
台

の
佐
藤
正
人
氏
が
ひ
と
り
で
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
は
も
う
、
当
然
と

い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
ば
ら
し
い
と
思
う
。
一
体
、
こ
の
よ
う
に
美
し
い
拓
本

を
採
る
の
に
、ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
、ど
れ
ほ
ど
の
労
力
を
要
さ
れ
た
こ
と
か
。

　

頭
が
さ
が
る
し
、
こ
の
本
が
あ
れ
ば
、
私
の
よ
う
に
青
森
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
住

む
人
間
で
も
、
い
な
が
ら
に
し
て
、
ま
た
青
森
の
板
碑
の
研
究
の
や
り
直
し
を
さ
せ

て
も
ら
う
こ
と
も
、
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
思
う
。
私
も
二
度
ほ
ど
見
学
に

行
っ
た
弘
前
市
中
別
所
の
す
ば
ら
し
い
板
碑
群
も
、
検
討
の
し
直
し
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
必
ず
し
も
歴
史
の
研
究
者
で
は
な
い
方
々
の
た
め
の
配
慮
と
し
て
、
い
く

つ
か
期
待
し
た
い
、
注
意
し
た
い
と
思
う
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ひ
と
つ
は
、
と
き
ど
き
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
用
語
索
引
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
と
て
も
便
利
な
配
慮
だ
と
思
う
。
一
人
で
も
多
く
の
読
者
に
読
ん
で
も
ら
い

た
い
、
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
欲
の
表
れ
だ
と
い
え
よ
う
。
本
書
を
見
な

が
ら
、
い
ち
い
ち
辞
書
を
引
か
な
い
で
も
よ
い
よ
う
に
と
い
う
心
遣
い
で
も
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
「
用
語
索
引
」
は
、
名
前
が
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
う
。
む
し

ろ
「
用
語
解
説
」
と
言
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
私
の
考

え
る
用
語
と
は
、
し
ば
し
ば
読
み
方
が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
二
七

六
頁
の
「
用
語
索
引
」
で
は
、「
反
花
座
」
は
「
は
ん
か
ざ
」
と
さ
れ
、「
大
蔵
派
」

は
「
だ
い
ぞ
う
は
」
と
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
「
か
え
り
ば
な
ざ
」
と
読
ん
で
き

た
し
、「
お
お
く
ら
は
」
と
読
ん
で
き
た
。
通
例
と
異
な
る
読
み
に
、
何
か
根
拠
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
一
五
頁
の
「
用
語
索
引
」
に
は
、「
支
提
」
や
「
卒
塔
婆
」
が
出
て
い
る
。

こ
れ
は
、
説
明
が
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
前
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ス

ト
ゥ
ー
パ
が
「
卒
塔
婆
」
に
、
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
が
「
支
提
」
に
と
、
梵
語
が
漢
訳
さ

れ
た
の
だ
、
と
説
明
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
孝
子
」
は
、「
教

子
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
読
み
を
「
こ
う
し
、
き
ょ
う
し
」
と
二
つ
並

べ
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
か
が
か
。

3

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
本
書
は
、
基
本
は
も
ち
ろ
ん
資
料
集
、
史
料
集
の
位
置
づ
け
な

の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
出
版
し
て
い
た
だ
い
た
こ
の
史
料
集
を
用
い
て
、
他
の
研
究

者
が
自
分
の
研
究
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
当
然
に
あ
る
は
ず
だ
し
、
そ
れ
こ
そ
が

期
待
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ひ
と
つ
は
、
解
説
が
、
や

や
、
踏
み
こ
み
す
ぎ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
必
ず
し

も
板
碑
研
究
者
の
間
で
通
説
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
特
に
、
そ
う
判
断
し
た
根
拠
に
な
る
先
行
研
究
が
、
き
ち
ん
と
示
さ
れ
な
い

で
結
論
だ
け
が
書
か
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
良
い
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

　

「
ど
う
し
て
佐
藤
さ
ん
は
、
そ
う
考
え
た
の
？

　
　

そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
っ
て
、
根
拠
は
な
ん
な
の
？
」
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そ
の
よ
う
に
聞
き
た
い
と
こ
ろ
が
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
。
多
分
、
佐
藤
氏
の
判
断
は

正
し
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
根
拠
」
と
な
る
文
献
を
読
ん
で
み
た
い
。
で

も
探
し
て
み
よ
う
に
も
、
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
直
接
教
え
て
い
た
だ
く
に
は
時
間

が
か
か
る
し
。
そ
ん
な
と
き
、
註
で
、
根
拠
に
な
る
先
行
研
究
が
書
か
れ
て
い
れ

ば
、
あ
り
が
た
か
っ
た
と
思
う
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
関
東
地
方
の
板
碑
は
十
六
世
紀
の
末
に
終
焉
を
む
か
え
る
。
そ
れ
は

常
識
だ
。
こ
の
事
実
が
二
四
三
頁
の
記
述
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

「
中
世
社
会
が
崩
壊
す
る
十
六
世
紀
末
に
な
る
と
突
然
板
碑
は
造
立
さ
れ
な
く
な
る
」

（
傍
線
は
千
々
和
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、「
突
然
」
消
え
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
関
東
の
中
で
も
、
地
域
に

よ
っ
て
、
十
五
世
紀
の
末
に
消
え
る
と
こ
ろ
、
十
六
世
紀
に
徐
々
に
消
え
る
と
こ
ろ
、

さ
ま
ざ
ま
だ
。
一
番
多
い
パ
タ
ー
ン
は
、
十
五
世
紀
末
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
板
碑
が

減
っ
て
い
っ
て
消
え
る
（
こ
れ
を
拙
著
（
註
1
）
で
は
、「
ロ
ー
ソ
ク
の
炎
が
消
え

て
い
く
よ
う
に
」
と
書
い
た
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
板
碑
の
終
焉
は
、
ま

だ
ま
だ
謎
が
多
い
の
だ
。

4

　

海
峡
を
越
え
た
北
海
道
の
戸
井
の
板
碑
が
美
し
い
カ
ラ
ー
写
真
で
紹
介
さ
れ
た
こ

と
も
、
と
て
も
う
れ
し
い
。
戸
井
町
は
函
館
市
に
合
併
さ
れ
た
の
か
、
と
感
無
量
だ
。

私
は
こ
の
板
碑
に
、
二
度
お
目
に
か
か
っ
て
い
る
。
一
度
目
は
家
内
と
一
緒
に
、
函

館
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
抜
け
出
し
て
、
レ
ン
タ
カ
ー
で
戸
井
町
に
行
き
、
拓
本
を
採

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
時
、
そ
れ
ま
で
の
報
告
の
よ
う
に
縦
に
二
つ
の
梵
字
が

書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
縦
に
キ
リ
ー
ク
、
サ
、
サ
ク
の
三
尊
の
梵
字
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
石
が
、
や
は
り
板
碑
で
あ

る
こ
と
が
確
定
で
き
た
。
で
も
、
私
の
拓
本
で
は
、
銘
文
は
ほ
と
ん
ど
読
め
な
か
っ

た
。
そ
の
数
年
後
、
今
度
は
野
口
達
郎
氏
に
お
願
い
し
て
、
調
査
に
同
行
し
て
も

ら
っ
た
。
彼
は
、
拓
本
が
と
て
も
上
手
だ
。
そ
れ
で
、
今
度
は
ず
い
ぶ
ん
銘
文
を
読

め
る
拓
本
に
な
っ
た
。
そ
の
調
査
結
果
は
、
一
九
九
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
羽
下
徳
彦

先
生
編
の
『
北
日
本
中
世
史
の
研
究
』
に
、「
北
海
道
の
板
碑
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題

し
て
公
表
し
た
。
こ
の
読
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
板
碑
は
、
学
界
に
「
板
碑
」

と
し
て
初
め
て
認
知
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
『
青
森
県
史
』
で
は
、
こ
の
二
基
の
板
碑
が
カ
ラ
ー
写
真
の
ほ
か
、
拓
本

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
は
私
の
読
解
を
継
承
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
さ
ら

に
こ
の
う
ち
の
一
つ
の
板
碑
の
紀
年
銘
に
も
挑
戦
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
年
号

は
「
康
永
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
年
号
の
読
み
は
、
私
に
は
な
ん
と
も
言
い
難
い
が
、

十
四
世
紀
後
半
の
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
私
の
推
定
は
、
ほ
ぼ
近
い
と
い
え
よ
う
か
。

　

だ
が
、
こ
の
二
基
の
板
碑
に
つ
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
に
は
二
条

線
が
あ
り
、
青
森
の
板
碑
に
は
そ
れ
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
詳
し
く

は
前
掲
論
文
に
譲
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
戸
井
の
板
碑
が
、
青
森
よ
り
も
も
っ
と
遠

い
日
本
海
側
の
地
域
と
、
む
し
ろ
近
し
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
青
森
県
史
の
関
係
者
の
方
々
に
、
是
非
、
ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
く
思
う
。

5

　

板
碑
の
ほ
か
、
石
塔
や
牛
玉
宝
印
の
版
木
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
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ク
の
永
寧
寺
碑
な
ど
、
本
書
は
、
大
変
に
興
味
深
い
資
料
を
た
く
さ
ん
掲
載
し
て
く

れ
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
永
寧
寺
碑
に
刻
ま
れ
た
字
の
ひ
と
つ
の
字
体
は
、
詳
し
い

こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
は
少
し
く
異
な
っ
て
い
る
梵
字
の

よ
う
に
み
え
る
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
た
梵
字
は
、
そ
の
う
ち
の
シ
ッ
ダ

マ
ー
ト
リ
カ
体
だ
け
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
と
か
か
わ
る
字

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

内
容
が
豊
富
で
、
本
当
に
興
味
の
つ
き
な
い
本
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
貴
重
な

本
を
い
た
だ
き
、
書
評
の
機
会
ま
で
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

註（
1
）
千
々
和　

到
『
板
碑
と
そ
の
時
代
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
。
一
九
八
四
年
に
、
青

森
県
立
郷
土
館
の
鳴
海
秀
氏
と
福
井
敏
隆
両
氏
が
編
纂
し
た
『
青
森
県
の
板
碑
』
の

刊
行
記
念
展
覧
会
が
あ
り
、
そ
の
折
に
記
念
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
翌

日
、鳴
海
氏
の
車
で
、日
本
海
側
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
き
、と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
。

　
　

そ
の
と
き
の
知
見
が
、
こ
の
拙
著
の
元
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
Ａ
4
版
、
八
五
四
頁
、
二
〇
一
六
年
六
月
刊
、
青
森
県
、
本
体
価
格
五
六
〇
〇
円

＋
税
）

（
ち
ぢ
わ
・
い
た
る　

国
学
院
大
学
・
史
学
科　

教
授
）


