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約
二
〇
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
る
青
森
県
史
編
さ
ん
事
業
の
集
大
成
と
し
て
、
二

〇
一
八
年
三
月
に
待
望
の
通
史
編
三
巻
が
刊
行
さ
れ
、
全
三
六
巻
か
ら
な
る
『
青
森

県
史
』
が
完
結
し
た
。
な
か
で
も
通
史
編
は
、
こ
れ
ま
で
の
編
さ
ん
事
業
の
成
果
に

基
づ
い
た
青
森
県
域
の
新
た
な
歴
史
像
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
基
盤
と

な
っ
て
今
後
の
研
究
の
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
そ
の
刊
行
を
待
ち
わ

び
て
い
た
。
ま
ず
は
刊
行
を
喜
び
、
編
さ
ん
事
業
に
携
わ
ら
れ
て
き
た
方
々
の
労
を

ね
ぎ
ら
い
た
い
。

　

さ
て
評
者
は
、
近
世
史
を
専
門
と
し
、
盛
岡
藩
政
を
お
も
な
対
象
に
研
究
を
進
め

て
き
た
。
大
学
院
生
の
と
き
に
『
青
森
県
史　

資
料
編　

近
世
1　

近
世
の
北
奥
の

成
立
と
北
方
世
界
』（
平
成
一
二
年
度
）
が
刊
行
さ
れ
て
入
手
し
、
爾
来
、
資
料
編

を
縦
横
に
活
用
し
な
が
ら
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。
資
料
編
や
通
史

編
の
執
筆
に
あ
た
ら
れ
た
方
々
と
も
交
流
を
深
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
力
不
足
で
あ

る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
も
『
青
森
県
史　

通
史
編
2　

近
世
』
の
書
評
を
お
引
き
受

け
し
、
編
さ
ん
事
業
の
意
義
と
成
果
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

近
年
刊
行
さ
れ
る
自
治
体
史
の
多
く
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、『
青
森
県
史
』

の
通
史
編
も
手
に
取
り
や
す
く
、
扱
い
や
す
い
サ
イ
ズ
と
厚
さ
に
な
っ
て
い
る
。
広

く
一
般
に
も
親
し
ま
れ
愛
読
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
文
中
に
は
ふ
り
が
な
や
用
語
の
解

説
が
多
く
施
さ
れ
、
ま
た
、
図
版
な
ど
も
ふ
ん
だ
ん
に
挿
入
さ
れ
る
な
ど
、
随
所
に

配
慮
が
み
ら
れ
る
。
内
容
は
、
最
新
の
研
究
成
果
に
目
配
り
し
て
、
学
問
的
に
高
い

『
青
森
県
史　

通
史
編
２　

近
世
』

兼
平　

賢
治

水
準
を
保
ち
な
が
ら
、
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
執
筆
を
担
当
さ
れ
た

方
に
若
手
研
究
者
も
多
く
み
ら
れ
、
こ
の
点
で
も
意
欲
的
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
青
森
県
史　

通
史
編
2　

近
世
』
の
章
構
成
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

第
一
章　

近
世
の
成
立
と
北
奥
地
域

　
　

第
二
章　

幕
藩
体
制
の
確
立
と
領
国
支
配

　
　

第
三
章　

近
世
北
奥
社
会
と
ア
イ
ヌ

　
　

第
四
章　

宗
教
と
精
神
世
界

　
　

第
五
章　

北
奥
の
資
源
環
境
と
諸
産
業

　
　

第
六
章　

交
通
と
流
通
の
発
達

　
　

第
七
章　

転
換
期
の
藩
政
と
北
奥

　
　

第
八
章　

深
刻
化
す
る
「
内
憂
」
と
「
外
患
」

　
　

第
九
章　

生
活
の
な
か
の
学
術
・
文
化

　
　

第
十
章　

北
の
幕
末
・
維
新

　

各
章
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
通
読
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
長
谷
川
成
一
氏
に

よ
る
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
や
、
浪
川
健
治
氏
に
よ
る
「
刊
行
の
ね
ら
い
」
で
も
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
県
史
に
み
ら
れ
た
藩
別
の
通
史
に
基
づ
く
記
述
を
採

用
せ
ず
、
青
森
県
域
に
領
地
を
も
つ
弘
前
藩
・
黒
石
藩
・
八
戸
藩
・
盛
岡
藩
・
七
戸

藩
を
、
北
奥
と
い
う
地
域
の
歴
史
の
な
か
に
落
と
し
込
ん
で
描
く
試
み
が
な
さ
れ
て

お
り
、
一
体
的
・
横
断
的
に
そ
の
歴
史
の
移
り
変
わ
り
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
本
書
の
魅
力
で
あ
り
、
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
北
奥
と
い
う
地
域
の
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
津
軽
海
峡
を
挟
ん
で
密
接

に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
歴
史
を
と
も
に
し
て
き
た
夷
島
（
和
人
地
〈
松
前
藩
〉・

蝦
夷
地
）、
日
本
海
海
運
に
よ
っ
て
関
係
を
深
め
て
き
た
日
本
海
沿
岸
地
域
と
京
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都
・
大
坂
、
太
平
洋
海
運
に
よ
る
江
戸
と
の
つ
な
が
り
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
北
奥
の
富
で
あ
る
俵
物
や
銅
と
の
関
係
で
長
崎
、
そ
の
長
崎
を
介
し
て

清
国
や
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
に
な
っ
て
接
近
し
て
く
る
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
し
た

諸
外
国
も
含
め
て
、
北
奥
地
域
の
歴
史
が
展
開
し
て
い
く
あ
り
様
を
躍
動
的
に
描
い

て
お
り
、
本
書
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
特
色
あ
る
章
や
内
容
も
魅
力
で
あ
る
。
夷
島
と
津
軽
・
下
北
半
島
に

住
む
ア
イ
ヌ
や
、
北
奥
の
被
差
別
民
を
取
り
上
げ
た
第
三
章
、
地
球
規
模
の
問
題
と

し
て
人
び
と
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
環
境
や
資
源
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
第
五
章
、

近
年
列
島
各
地
で
頻
発
し
、
歴
史
学
も
大
き
く
関
心
を
寄
せ
て
研
究
を
深
め
つ
つ
あ

る
自
然
災
害
を
、
北
奥
の
気
候
条
件
に
よ
る
影
響
以
上
に
人
災
の
側
面
を
も
っ
た
飢

饉
と
と
も
に
扱
っ
た
第
八
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
八
章
と
第
十
章
で
は
、

北
奥
地
域
の
各
藩
と
人
び
と
が
従
来
の
枠
を
大
き
く
超
え
て
活
動
を
展
開
す
る
姿
を
、

松
前
挊
を
中
心
に
、
蝦
夷
地
警
備
、
幕
末
の
動
向
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。
多
様
な

視
点
か
ら
北
奥
を
捉
え
て
お
り
、
通
史
と
し
て
最
良
の
書
を
得
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
閉
鎖
的
で
内
向
的
な
社
会
と
い
っ
た
北
奥
地
域
に
対
す
る
か
つ
て

の
歴
史
像
を
過
去
の
も
の
と
し
、
藩
境
を
超
え
て
広
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、

経
験
か
ら
「
知
」
を
蓄
積
し
て
時
代
の
変
化
に
対
応
す
る
北
奥
の
人
び
と
の
営
み
を

歴
史
の
な
か
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
県
史
と
と
も
に
進
め
ら
れ
て
き
た

市
町
村
の
自
治
体
史
編
さ
ん
の
成
果
や
、
蓄
積
が
進
ん
だ
近
年
の
研
究
成
果
に
基
づ

く
も
の
で
も
あ
り
、
最
新
の
成
果
を
踏
ま
え
た
歴
史
像
の
提
示
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

で
は
以
下
に
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

　

第
一
章
は
、
近
世
大
名
領
の
成
立
、
奥
羽
仕
置
と
北
奥
の
領
主
、
統
一
政
権
下
の

北
奥
地
域
か
ら
な
る
。
大
浦
（
津
軽
）・
南
部
・
安
東
（
秋
田
）
の
各
氏
と
、
夷
島

の
蠣
崎
（
松
前
）
氏
が
、
全
国
統
一
政
権
で
あ
る
豊
臣
政
権
に
組
み
込
ま
れ
る
過
程

と
、
そ
れ
に
抵
抗
し
滅
ぼ
さ
れ
る
人
び
と
を
描
く
。
豊
臣
政
権
の
諸
政
策
が
徹
底
さ

れ
た
ほ
か
、
伏
見
作
事
杉
板
の
上
納
や
鷹
献
上
を
求
め
ら
れ
た
北
奥
の
諸
大
名
は
、

そ
の
対
応
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
懸
命
に
履
行
し
、
政
権
中
枢
に
接
近
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
身
の
領
内
で
の
支
配
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
。

　

第
二
章
は
、
藩
政
の
成
立
、
家
臣
団
の
編
成
と
支
配
機
構
の
整
備
、
農
政
の
確
立
、

地
方
知
行
制
と
給
地
支
配
か
ら
な
る
。
一
七
世
紀
前
半
に
大
名
領
域
の
画
定
が
目
指

さ
れ
、
人
返
し
交
渉
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
北
奥
に
お
け
る
幕
藩
体
制
の
確
立
に

向
け
た
動
き
と
評
価
す
る
。
ま
た
、
各
藩
の
藩
政
の
成
立
過
程
を
描
く
が
、
城
下
町

形
成
、
家
臣
団
統
制
、
支
配
機
構
の
整
備
、
農
政
の
確
立
と
、
共
通
し
た
課
題
を
克

服
し
な
が
ら
藩
政
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
北
奥
の
諸
藩
の

特
徴
で
あ
る
地
方
知
行
制
に
つ
い
て
も
そ
の
実
態
を
取
り
上
げ
る
。

　

第
三
章
は
、
身
分
編
成
と
生
活
圏
、
本
州
の
ア
イ
ヌ
、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い

と
北
奥
社
会
か
ら
な
る
。
実
態
の
解
明
が
遅
れ
て
い
た
北
奥
の
被
差
別
民
に
つ
い
て
、

彼
ら
の
な
か
に
は
身
分
上
昇
を
目
指
す
者
や
、
藩
権
力
と
の
接
近
を
図
る
者
が
い
た

こ
と
、
藩
境
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
ち
、
生
業
だ
け
で
な
く
情
報
収
集
活
動

に
も
従
事
し
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
は
、
藩
権
力

が
彼
ら
に
対
す
る
支
配
を
強
め
て
編
成
を
進
め
、
そ
の
過
程
で
彼
ら
の
存
在
に
変
化

が
生
じ
て
い
っ
た
と
す
る
。
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
北
奥
の
み
な

ら
ず
東
北
の
諸
藩
に
軍
事
的
な
緊
張
を
も
た
ら
し
、
軍
事
体
制
に
か
か
わ
る
内
容
を

含
め
た
情
報
活
動
の
展
開
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
八
世
紀
に
な
り
ア
イ

ヌ
の
同
化
政
策
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、「
夷
風
」
排
除
の
風
俗
統
制
が
展
開
さ
れ

た
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
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第
四
章
は
、
藩
の
宗
教
統
制
、
民
衆
生
活
と
信
仰
、
武
家
と
信
仰
か
ら
な
る
。
各

藩
に
よ
る
寺
社
統
制
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
一
方
で
宗
教
者
同
士
が
対
立
す
る
場
面

も
み
ら
れ
た
こ
と
、
幕
末
に
な
る
と
社
会
不
安
を
背
景
と
し
て
新
た
な
宗
教
者
が
あ

ら
わ
れ
、
新
興
宗
教
の
広
が
り
は
従
来
の
宗
教
勢
力
を
脅
か
す
ま
で
に
な
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
民
衆
の
信
仰
は
自
然
と
の
関
わ
り
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
武
家

の
信
仰
で
は
、
民
衆
ば
か
り
で
な
く
彼
ら
も
神
仏
の
加
護
を
求
め
て
お
り
、
日
常
の

行
動
に
信
仰
が
深
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　

第
五
章
は
、
鉱
山
資
源
と
そ
の
開
発
、
津
軽
半
島
と
下
北
半
島
の
林
業
と
水
産
業
、

馬
産
と
牧
、
開
発
と
自
然
破
壊
か
ら
な
る
。
各
藩
の
鉱
山
開
発
を
述
べ
、
地
域
社
会

の
再
生
産
を
支
え
る
産
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
下
北
半
島
の
豊
か
な
山
林

資
源
に
も
触
れ
、
良
質
な
木
材
は
北
奥
地
域
に
多
く
の
商
人
を
呼
び
、
流
通
に
か
か

わ
る
商
人
と
山
師
や
百
姓
と
の
あ
い
だ
に
交
流
を
生
み
、
広
域
な
地
域
ど
う
し
の
つ

な
が
り
を
形
成
し
た
と
す
る
。
飢
饉
に
際
し
て
、
北
奥
の
山
林
は
御
救
山
と
し
て
の

機
能
も
果
た
し
た
。
馬
産
に
つ
い
て
は
、
諸
藩
の
馬
政
や
牧
の
展
開
、
民
衆
の
負
担
、

弊
牛
馬
の
処
理
に
つ
い
て
述
べ
る
。
開
発
に
つ
い
て
は
、
山
林
の
荒
廃
が
様
々
な
災

害
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
、
ま
た
、
生
息
し
て
い
る
動
物
と
人
間
と
の
関
係
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
六
章
は
、
日
本
海
海
運
、
松
前
・
蝦
夷
地
と
海
の
道
、
太
平
洋
海
運
と
八
戸
藩

の
交
易
、
陸
の
道
と
河
の
道
か
ら
な
る
。
青
森
湊
を
取
り
上
げ
る
が
、
蝦
夷
地
警
備

に
か
か
わ
る
需
要
の
増
加
に
よ
り
、
松
前
や
蝦
夷
地
の
市
場
が
全
国
市
場
と
な
る
な

か
で
、
青
森
町
は
湊
と
し
て
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
、
衰
退
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
ま

た
、
海
運
を
と
お
し
て
全
国
市
場
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
本
来
は
厳
し
く

取
り
締
ま
る
べ
き
抜
荷
で
あ
る
が
、
藩
の
統
制
が
有
効
に
機
能
し
な
い
段
階
に
な
る

と
藩
経
済
維
持
の
た
め
非
公
式
な
流
通
ル
ー
ト
が
追
認
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
。

　

第
七
章
は
、
中
期
藩
政
改
革
と
殖
産
政
策
、
頻
発
す
る
災
害
、
天
明
飢
饉
と
地
域

社
会
か
ら
な
る
。
弘
前
藩
の
宝
暦
改
革
で
は
、
在
方
商
人
と
し
て
の
性
格
を
あ
わ
せ

も
つ
上
層
農
を
、
藩
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
み
統
制
す
る
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
改
革
は
廻
米
依
存
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
殖
産

興
業
が
推
進
さ
れ
て
全
国
市
場
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
災
害
と
飢
饉

に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
一
八
世
紀
だ
が
、
北
奥
で
も
災
害
が

頻
発
し
て
い
た
状
況
を
紹
介
し
、
危
機
的
状
況
下
に
あ
る
民
衆
が
求
め
た
の
は
、
藩

か
ら
の
単
な
る
御
救
で
は
な
く
、
米
穀
を
正
当
な
価
格
で
購
入
・
確
保
で
き
る
状
態

で
あ
り
、
富
裕
層
の
商
人
に
は
そ
う
し
た
つ
と
め
が
求
め
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
八
章
は
、
蝦
夷
地
政
策
と
地
域
社
会
、
後
期
藩
政
改
革
の
展
開
、
松
前
挊
と
民

衆
移
動
、
商
人
と
農
民
た
ち
の
天
保
飢
饉
か
ら
な
る
。
本
章
で
は
蝦
夷
地
警
備
が
諸

藩
や
民
衆
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
る
。
特
に
弘
前
藩
に
お
け
る
藩
士
在
宅
令
の
実
施

や
民
衆
の
情
報
収
集
活
動
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
労
働
力
の
需
要
増
加
に
応
え
て
松

前
・
蝦
夷
地
に
渡
り
、
滞
在
を
長
期
化
さ
せ
た
松
前
挊
の
実
態
を
紹
介
す
る
。
天
保

飢
饉
は
松
前
挊
の
規
模
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
御
救
を
実
施
で
き
な
い

藩
は
、
地
主
経
営
を
行
う
重
立
層
に
救
済
の
つ
と
め
を
転
嫁
し
、
責
任
ま
で
も
押
し

つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
般
農
民
は
小
作
人
化
し
、
一

層
の
地
主
経
営
の
展
開
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

第
九
章
は
、
史
書
と
由
緒
、
生
活
の
な
か
の
知
と
文
化
、
地
域
か
ら
生
ま
れ
た
知

性
、
蘭
学
か
ら
洋
学
へ
、
か
ら
な
る
。
各
藩
の
史
書
の
編
さ
ん
と
藩
政
記
録
を
関
連

づ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
、『
青
森
県
史
』
な
ら
で
は
の
記
述
だ
ろ
う
。
ま
た
、

知
と
文
化
と
い
え
ば
新
し
い
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
を
想
像
す
る
が
、
八
戸
藩
領
軽
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米
村
で
は
、
窮
迫
し
た
奉
公
人
か
ら
労
働
を
奪
わ
な
い
た
め
に
、
敢
え
て
先
端
的
な

農
具
の
導
入
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
人
び
と
の
交
流
の
な
か
で
北
奥
の
知
性
が
形

成
さ
れ
た
り
、
新
し
い
学
問
に
抵
抗
感
を
示
す
人
び
と
に
対
し
て
技
術
を
磨
き
疑
念

を
払
拭
す
る
努
力
を
重
ね
て
洋
学
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
過
程
は
、
単
な
る
思
想
や
技

術
の
紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
さ
に
北
奥
の
確
か
な
知
の
営
み
と
い
え
よ
う
。

　

第
十
章
は
、
開
国
と
北
奥
諸
藩
、
蝦
夷
地
の
警
備
と
海
防
、
民
衆
の
維
新
史
、
近

世
北
奥
の
終
焉
と
近
代
へ
の
模
索
か
ら
な
る
。
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
い
た
っ
て
近

世
社
会
の
根
幹
で
あ
る
身
分
秩
序
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
箱
館
の
開
港
や
来
航
す
る
外

国
船
舶
の
増
大
と
交
易
に
よ
っ
て
大
き
く
変
容
し
て
い
く
北
奥
地
域
の
姿
を
、
こ
れ

ま
で
各
章
で
論
じ
て
き
た
多
様
な
視
点
か
ら
総
括
的
に
描
き
、
近
世
の
終
焉
と
近
代

の
黎
明
を
み
る
。
本
書
で
一
貫
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
松
前
・
蝦
夷
地
と
の
関
係
で

い
え
ば
、
箱
館
の
開
港
に
よ
り
北
奥
諸
藩
に
様
々
な
身
分
の
人
び
と
の
通
行
を
呼
び
、

民
衆
の
負
担
に
も
な
っ
た
が
、
最
新
の
知
識
や
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
大
量
の
労
働
力
の
移
動
は
、
松
前
・
蝦
夷
地
に
だ
け
向
か
う
の
で
は
な
く
、

そ
の
不
足
を
補
う
べ
く
秋
田
藩
領
か
ら
弘
前
藩
領
へ
の
労
働
力
の
移
動
を
生
ん
だ
。

そ
し
て
最
後
に
、
近
年
の
研
究
成
果
を
基
に
七
戸
藩
を
描
き
、
政
治
史
で
は
な
く
近

代
移
行
期
に
お
け
る
地
域
社
会
の
「
知
」
で
締
め
く
く
っ
た
点
も
、
本
書
ら
し
い
構

成
の
工
夫
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
通
読
し
て
、
評
者
の
関
心
の
ま
ま
に
気
付
い
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
誤
字
や
事
実
の
誤
り
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
が
、
評
者
の
研
究
対
象
で
あ

る
盛
岡
藩
の
「
雑
書
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
七
八
頁
で
は
一
八
九
冊
、
五
三
四
頁
で

は
一
七
三
冊
と
紹
介
す
る
が
、
正
し
く
は
一
九
〇
冊
で
あ
る
。
北
奥
諸
藩
の
公
務
日

記
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
点
は
興
味
深
い
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
藩
政
史
料

や
地
方
文
書
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
、
県
史
の
史
料
調
査
の
成
果
を
基
に
そ
の
違
い

を
比
較
す
る
と
、
さ
ら
に
新
し
い
こ
と
が
い
え
そ
う
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
藩
政
の
成
立
と
農
政
の
確
立
を
取
り
上
げ
る
際
、
北
奥
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
元
和
飢
饉
と
寛
永
飢
饉
に
つ
い
て
、
紙
幅
を
割
い
て
言
及
し
て
も
よ
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
関
連
し
て
、
盛
岡
藩
で
は
一
七
世
紀
中
頃
ま
で
目
安
を

活
用
し
て
領
民
の
目
で
も
っ
て
代
官
や
給
人
の
不
正
を
監
視
し
た
が
、
機
構
が
整
備

さ
れ
る
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
直
訴
に
対
し
て
次
第
に
厳
罰
で
臨
む
よ
う
に
な
る
。

近
世
と
藩
政
の
成
立
期
に
つ
い
て
、
史
料
の
制
約
を
理
解
し
つ
つ
も
、
も
う
少
し
領

民
の
姿
の
描
写
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
も
っ
た
。

　

最
後
に
、
評
者
は
か
つ
て
南
部
重
直
の
家
臣
団
形
成
に
つ
い
て
、
新
参
家
臣
の
召

抱
え
の
実
態
を
分
析
し
、
彼
ら
は
従
来
い
わ
れ
て
き
た
蔵
米
取
で
は
な
く
、
一
〇
〇

石
以
上
、
四
〇
〇
石
未
満
の
地
方
知
行
が
多
い
こ
と
、
し
か
も
南
部
氏
の
本
貫
の
地

で
あ
る
領
北
部
に
も
知
行
地
が
与
え
ら
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
（
拙
稿
「
近
世

前
期
に
お
け
る
牢
人
（
新
参
家
臣
）
の
一
生
と
武
家
社
会
の
転
換
（
上
）」『
岩
手
史

学
研
究
』
九
〇
、
二
〇
〇
九
年
／
「
近
世
前
期
の
牢
人
召
抱
え
と
大
名
家
中
」『
歴

史
評
論
』
八
〇
三
、
二
〇
一
七
年
）。
こ
の
成
果
も
含
め
て
も
ら
え
た
な
ら
ば
、
盛

岡
藩
の
家
臣
団
の
成
立
と
統
制
は
、
も
う
少
し
違
っ
た
描
き
方
も
あ
っ
た
よ
う
に
感

じ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
し
た
待
望
の
通
史
編
を
得
て
、
こ
の

成
果
を
基
盤
に
し
た
北
奥
地
域
に
関
す
る
研
究
の
よ
り
一
層
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

（
菊
判
、
七
六
二
頁
、
青
森
県
、
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
三
月
十
五
日
刊
行
、

本
体
価
格
三
二
〇
〇
円
＋
税
）

（
か
ね
ひ
ら
・
け
ん
じ　

東
海
大
学
文
学
部
専
任
講
師
）


