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は
じ
め
に

　

本
書
は
、
平
成
三
〇
年
三
月
に
、『
青
森
県
史
』
全
三
六
巻
の
掉
尾
を
飾
る
通
史

編
三
巻
の
一
つ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
二
〇
年
以
上
に
わ
た
る
編
さ
ん
事
業
に
尽
力

さ
れ
た
関
係
者
の
方
々
の
成
果
が
結
実
し
た
こ
と
を
、
何
よ
り
も
お
祝
い
申
し
上
げ

た
い
。
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
青
森
県
史　

資
料
編　

古
代
』
二
冊
は
、
広
く

東
北
地
方
に
関
す
る
古
代
史
料
を
網
羅
し
、
近
年
の
東
北
古
代
史
研
究
に
計
り
知
れ

な
い
貢
献
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
通
史
編
も
ま
た
、
東
北
古
代
史
や
北
方
古

代
史
を
牽
引
さ
れ
て
き
た
方
々
が
執
筆
を
担
当
さ
れ
、
刊
行
を
心
待
ち
に
し
て
い
た

本
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
第
三
章
か
ら
第
六
章
に
至
る
部
分
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
該
当
箇
所
だ
け
で
も
三
二
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
、
弥
生
時
代
か
ら
院
政
期
に
わ

た
る
叙
述
を
細
か
く
ご
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
本
書
の
特
色
と
み
ら
れ
る
点
に

焦
点
を
当
て
る
形
で
、
簡
単
な
紹
介
を
若
干
の
感
想
を
交
え
な
が
ら
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
。一

　

ま
ず
第
三
章
「
北
限
の
稲
作
農
耕
」・
第
四
章
「
古
墳
文
化
と
あ
お
も
り
」
を
ま

『
青
森
県
史　
通
史
編
１　
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
第
三
章
〜
第
六
章
）

永
田　

英
明

と
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

青
森
県
の
弥
生
時
代
研
究
と
い
え
ば
、
東
北
地
方
に
お
け
る
弥
生
農
耕
の
存
在
を

証
明
し
た
垂
柳
遺
跡
や
砂
沢
遺
跡
の
調
査
が
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
第
三
章
で
は

ま
ず
第
一
節
で
そ
の
後
の
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
津
軽
地
方

や
南
部
地
方
に
お
け
る
水
田
遺
構
、
そ
の
他
の
稲
作
の
痕
跡
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
遠

賀
川
系
土
器
の
分
布
状
況
を
手
が
か
り
に
し
た
稲
作
伝
播
ル
ー
ト
の
問
題
な
ど
が
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
集
落
・
墓
制
や
土
偶
な
ど
の
祭
祀
遺
物
、
土
器

な
ど
の
様
相
が
紹
介
さ
れ
、
第
三
節
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
県
内
に
お
け
る

続
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
総
括
に
依
れ
ば
、
稲

作
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
津
軽
平
野
や
南
部
地
方
で
稲
作
の
展
開
を
確
認
で
き
る
が

下
北
半
島
や
津
軽
半
島
で
は
漁
撈
を
中
心
と
し
た
採
集
経
済
に
比
重
を
置
い
て
い
た

と
見
ら
れ
る
こ
と
、
他
方
で
祭
祀
遺
物
の
在
り
方
に
お
い
て
は
津
軽
や
南
部
を
含
め

西
日
本
の
よ
う
な
農
耕
祭
祀
の
痕
跡
を
確
認
で
き
ず
、
縄
文
文
化
の
伝
統
を
ひ
く
土

偶
祭
祀
が
地
域
全
体
で
継
続
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
弥
生
後
期
に
は
津
軽
や
南
部

で
も
集
落
規
模
が
縮
小
し
、
そ
の
後
古
墳
時
代
に
向
け
た
農
耕
社
会
と
し
て
の
発
展

を
見
い
だ
し
が
た
い
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
北
奥
地
域
独
特
の
弥
生
文
化
受

容
・
展
開
の
在
り
方
が
、
そ
の
中
で
の
地
域
性
の
問
題
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

第
四
章
は
、
ま
ず
古
墳
の
発
生
と
古
墳
文
化
の
全
国
的
展
開
過
程
を
概
観
し
た
う

え
で
、
東
北
地
方
に
お
け
る
古
墳
文
化
の
展
開
を
続
縄
文
文
化
と
の
交
錯
と
い
う
観

点
か
ら
解
説
し
、
そ
れ
ら
を
う
け
て
青
森
県
内
に
お
け
る
様
相
を
詳
述
す
る
。
ま
ず

県
内
へ
の
古
墳
文
化
伝
播
の
様
相
を
物
語
る
事
例
と
し
て
五
所
川
原
市
隠
川
遺
跡
や

八
戸
市
田
向
冷
水
遺
跡
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
竪
穴
住
居
や
出
土
土
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師
器
・
続
縄
文
土
器
な
ど
の
様
相
か
ら
、
東
北
地
方
南
部
か
ら
の
移
住
者
が
在
地
系

の
続
縄
文
文
化
の
人
々
を
取
り
込
む
形
で
開
拓
し
た
ム
ラ
と
い
う
見
通
し
を
提
示
し

つ
つ
、
そ
の
生
業
に
つ
い
て
は
稲
作
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
周
辺
の
環
境
か
ら
サ
ケ

漁
や
皮
革
加
工
に
従
事
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
一
方
続
縄
文
文
化
の
系
譜
を
引

く
族
長
墓
と
し
て
七
戸
町
森
ヶ
沢
遺
跡
や
八
戸
市
市
子
林
遺
跡
な
ど
、
袋
状
小
穴
を

伴
っ
た
土
坑
墓
に
土
師
器
や
須
恵
器
、
鉄
製
品
な
ど
古
墳
文
化
に
属
す
る
副
葬
品
を

伴
う
事
例
を
あ
げ
、
地
域
に
お
け
る
一
定
の
有
力
階
層
の
出
現
を
読
み
取
る
。
こ
れ

ら
を
ふ
ま
え
、
遺
跡
の
分
布
密
度
が
希
薄
で
か
つ
小
規
模
で
あ
る
こ
と
、
住
居
や
土

師
器
な
ど
で
古
墳
文
化
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
墓
制
や
続
縄
文
土
器
・
黒
曜

石
な
ど
北
方
的
要
素
を
強
く
併
せ
持
っ
て
い
る
点
を
青
森
の
古
墳
時
代
の
特
徴
と
総

括
し
、
皮
革
製
品
や
鉄
製
品
な
ど
へ
の
需
要
が
古
墳
文
化
の
社
会
と
続
縄
文
文
化
の

社
会
と
の
交
流
・
交
易
を
促
し
、
そ
の
中
で
、
青
森
県
内
に
お
い
て
も
生
業
や
交
易

上
の
重
要
拠
点
を
中
心
に
、
在
地
の
人
々
を
取
り
込
み
な
が
ら
移
住
者
の
ム
ラ
や
墓

が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
る
。

二

　

第
五
章
「
古
代
エ
ミ
シ
の
時
代
」
は
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
前
半
に
至
る
時
期
を
扱

う
。
そ
れ
は
東
北
北
部
の
住
民
が
文
献
史
料
上
に
「
エ
ミ
シ
」（
蝦
夷
）
と
い
う
名

前
で
登
場
す
る
時
代
と
重
な
り
、
青
森
県
域
の
住
民
を
含
む
こ
の
「
エ
ミ
シ
」
お
よ

び
彼
等
と
古
代
国
家
と
の
関
係
が
テ
ー
マ
と
言
え
よ
う
。

　

第
一
節
「
エ
ミ
シ
と
は
何
か
」
で
は
、「
毛
人
」
か
ら
「
蝦

」
を
経
て
「
蝦
夷
」

へ
と
エ
ミ
シ
の
漢
字
表
記
が
中
華
思
想
や
仏
教
的
世
界
観
を
借
り
る
形
で
差
別
的
意

味
を
強
め
て
い
く
こ
と
や
、
近
代
以
降
エ
ミ
シ
を
語
る
上
で
必
ず
問
題
に
さ
れ
て
き

た
、
エ
ミ
シ
と
ア
イ
ヌ
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
筆
が
割
か
れ
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
は
、
埴
原
和
郎
氏
な
ど
が
提
唱
す
る
「
二
重
構
造
モ
デ
ル
」
論
に
基
づ
き
、

古
代
に
お
い
て
は
現
代
よ
り
も
、
北
海
道
や
沖
縄
を
含
む
列
島
内
で
の
形
質
的
な
差

異
は
小
さ
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
エ
ミ
シ
が
ア
イ
ヌ
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
自

体
が
意
味
を
成
さ
な
い
、
と
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
ま
た
ア
イ
ヌ
文
化
自

体
が
未
形
成
で
あ
る
古
代
に
お
い
て
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
は

誤
解
を
招
く
と
し
て
古
代
の
エ
ミ
シ
と
の
関
わ
り
で
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
注

意
を
促
し
て
お
り
、
適
切
な
提
言
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
本
節
で
は
エ
ミ
シ
の
言
語

や
生
業
の
問
題
な
ど
、
か
つ
て
エ
ミ
シ
＝
ア
イ
ヌ
説
を
め
ぐ
る
論
点
と
し
て
と
り
あ

げ
ら
れ
て
き
た
エ
ミ
シ
の
生
活
文
化
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
あ
く
ま
で
両
者
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
そ
れ
ら
は
第
二
節
以
降
の
本
編
に

譲
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
少
し
だ
け
で
も
言
及
が
あ
っ
て

も
良
い
よ
う
に
感
じ
た
。

　

第
二
節
「
七
世
紀
の
北
方
世
界
」
は
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
方
遠
征
記
事
や
六
五
九

年
の
遣
唐
使
に
同
行
し
た
蝦
夷
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
、
七
世
紀
に
お
け
る
蝦
夷

政
策
、
そ
れ
と
北
方
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
な
か
で
も
津
軽
エ
ミ
シ
に

つ
い
て
は
、
王
権
へ
の
服
属
の
時
期
・
比
羅
夫
の
軍
事
行
動
に
お
け
る
扱
い
、
遣
唐

使
に
よ
る
唐
皇
帝
へ
の
説
明
な
ど
を
て
が
か
り
に
、
律
令
国
家
と
渡
嶋
・
野
代
・
秋

田
な
ど
の
北
方
エ
ミ
シ
集
団
と
の
政
治
的
関
係
を
仲
介
す
る
存
在
と
し
て
重
要
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

一
方
考
古
学
的
な
知
見
か
ら
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
青
森
県
域
の
社

会
を
叙
述
し
た
の
が
第
三
節
「
古
代
エ
ミ
シ
の
集
落
と
末
期
古
墳
」
で
あ
る
。
八
戸
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市
や
お
い
ら
せ
町
な
ど
南
部
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
七
世
紀
の
集
落
跡
や
丹
後

平
・
阿
光
坊
な
ど
の
末
期
古
墳
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
こ
う
し
た
末
期
古
墳

の
副
葬
品
（

帯
金
具
、
銭
貨
、
馬
具
、
蕨
手
刀
な
ど
の
刀
剣
、
石
製
・
ガ
ラ
ス
製

の
装
身
具
、
須
恵
器
）
な
ど
を
手
掛
か
り
に
、
南
方
の
律
令
制
施
行
地
域
と
の
交
易

の
盛
行
を
指
摘
す
る
。
一
方
津
軽
平
野
に
つ
い
て
は
、
秋
田
市
周
辺
で
生
産
さ
れ
た

須
恵
器
の
流
入
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
一
方
で
鰺
ヶ
沢
町
金
沢
街
道
沢
（
1
）
遺
跡
、

五
所
川
原
市
中
島
遺
跡
な
ど
で
出
土
し
た
、
多
条
沈
線
文
を
も
ち
擦
文
土
器
に
近
い

と
さ
れ
る

な
ど
を
て
が
か
り
に
北
海
道
方
面
と
の
交
流
も
想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、

津
軽
エ
ミ
シ
が
律
令
国
家
と
い
う
権
力
の
許
に
組
み
込
ま
れ
交
易
活
動
を
行
っ
て
い

た
の
で
は
と
推
測
し
て
い
る
。

　

第
四
節
「
律
令
期
の
北
方
世
界
」
で
は
出
羽
国
の
成
立
、
多
賀
城
創
建
か
ら
桃

生
・
雄
勝
・
伊
治
城
と
い
っ
た
八
世
紀
に
お
け
る
東
北
政
策
の
展
開
と
と
も
に
、
八

世
紀
に
お
け
る
津
軽
エ
ミ
シ
と
古
代
国
家
の
関
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
節
や

第
三
節
で
の
内
容
を
も
受
け
て
、
北
方
の
蝦
夷
諸
集
団
、
と
り
わ
け
秋
田
・
野
代
・

津
軽
・
渡
嶋
と
い
っ
た
日
本
海
沿
岸
地
域
の
エ
ミ
シ
諸
集
団
が
相
互
に
自
立
的
な
関

係
を
保
ち
な
が
ら
も
海
路
を
通
じ
て
「
北
日
本
海
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ぶ
よ

う
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
、
と
の
見
通
し
を
提
案
し
、
七
二
〇
年
に
登
場
す
る

「
渡
嶋
津
軽
津
司
」
を
律
令
国
家
が
こ
う
し
た
「
北
日
本
海
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

を
掌
握
す
る
た
め
に
置
い
て
い
た
官
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
一
方
で
、

津
軽
の
エ
ミ
シ
集
団
が
八
世
紀
に
入
る
と
、
渡
嶋
蝦
夷
と
対
照
的
に
記
録
か
ら
姿
を

消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
注
目
し
、『
陸
奥
国
風
土
記
』
逸
文
に
於
け
る
津
軽
エ
ミ

シ
の
イ
メ
ー
ジ
も
手
掛
か
り
に
、
実
際
に
は
八
世
紀
に
入
る
と
津
軽
エ
ミ
シ
が
律
令

国
家
に
と
っ
て
敵
対
的
な
勢
力
に
転
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通
し
を
も

述
べ
て
い
る
。
続
く
第
五
節
「
三
十
八
年
戦
争
と
北
方
世
界
」
で
は
、
宝
亀
年
間
に

は
じ
ま
る
三
十
八
年
戦
争
の
推
移
が
叙
述
さ
れ
る
が
、
津
軽
エ
ミ
シ
と
律
令
国
家
と

の
関
係
は
変
わ
ら
ず
、
八
一
四
年
の
「
津
軽
狄
俘
」
等
へ
の
警
戒
を
理
由
に
し
た
胆

沢
・
徳
丹
城
へ
の
糒
貯
備
命
令
も
八
世
紀
以
来
の
津
軽
エ
ミ
シ
に
対
す
る
認
識
を
引

き
継
い
だ
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

　

第
三
節
で
考
古
学
資
料
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
北
方
諸
集
団
と
南
北
地
域
と
の
交

流
の
様
相
と
、
第
四
・
五
節
で
提
示
さ
れ
た
津
軽
エ
ミ
シ
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
べ
き
か
、
現
状
で
は
ま
だ
適
切
な
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
南
部
地
方
の
末
期
古
墳
の
状
況
か
ら
は
こ
の
地
域
の
首
長
が
律
令
制

施
行
区
域
と
の
政
治
的
・
文
化
的
接
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
が
、

で
は
津
軽
地
方
に
お
け
る
末
期
古
墳
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
な
の
か
、

第
四
節
等
で
「
敵
対
的
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
国
家
と
エ
ミ
シ
の
関
係
の
理
解
に
関

わ
る
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
も
な
ろ
う
。

三

　

第
六
章
「
古
代
エ
ミ
シ
か
ら
エ
ゾ
へ
」
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け

て
の
時
期
を
対
象
と
す
る
。
一
四
四
ペ
ー
ジ
と
本
書
中
最
も
多
く
の
ペ
ー
ジ
数
が
割

か
れ
た
章
で
あ
り
、
執
筆
者
も
七
人
に
わ
た
る
な
ど
、
多
彩
な
視
点
か
ら
重
点
的
に

執
筆
さ
れ
た
章
で
あ
る
。
北
奥
地
域
に
現
れ
る
様
々
な
固
有
の
問
題
を
ふ
ん
だ
ん
に

盛
り
込
ん
だ
、
本
書
の
大
き
な
特
色
を
な
す
部
分
と
拝
読
し
た
。
ま
ず
第
一
節
か
ら

三
節
ま
で
を
紹
介
す
る
。

　

第
一
節
「
エ
ミ
シ
か
ら
エ
ゾ
の
時
代
へ
―
序
論
」
は
、
本
章
全
体
の
内
容
を
、
東
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北
北
部
の
住
民
を
指
す
「
エ
ミ
シ
」
と
い
う
概
念
が
消
滅
し
北
海
道
の
住
民
を
指
す

「
エ
ゾ
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
の
意
味
と
絡
め
て
解
説
す
る
。

　

第
二
節
「
元
慶
の
乱
と
津
軽
エ
ミ
シ
」
は
、
元
慶
の
乱
の
叙
述
を
通
し
て
、
九
世

紀
後
半
の
津
軽
を
含
む
北
奥
の
エ
ミ
シ
集
団
と
国
家
の
関
係
を
叙
述
す
る
。
津
軽
エ

ミ
シ
の
動
向
に
関
す
る
叙
述
は
、
前
述
の
第
五
章
の
叙
述
と
も
あ
わ
せ
て
読
む
必
要

が
あ
ろ
う
。
元
慶
の
乱
で
津
軽
エ
ミ
シ
は
「
そ
の
党
種
多
く
幾
千
人
な
る
を
知
ら

ず
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
数
の
集
団
か
ら
な
る
強
大
な
エ
ミ
シ
と
認
識
さ
れ
、

そ
の
帰
趨
が
国
家
の
大
き
な
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
、
津
軽
エ
ミ
シ
の
「
賊
に
連
な
ら

ざ
る
者
百
余
人
」
が
渡
嶋
蝦
夷
と
共
に
帰
服
し
て
き
た
と
い
う
三
代
実
録
の
記
事
か

ら
逆
に
大
多
数
の
津
軽
エ
ミ
シ
が
反
乱
軍
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
米
代
川
流
域
の
村
々
を
中
心
と
し
た
エ
ミ
シ
集
団
と
津
軽
エ
ミ

シ
と
の
間
に
普
段
か
ら
活
発
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
。
そ
う
し
た
関
係

性
に
つ
い
て
も
ま
た
、
津
軽
地
域
で
の
考
古
学
的
な
知
見
と
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ

て
理
解
で
き
る
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。

　

そ
の
考
古
学
的
な
知
見
を
も
と
に
九
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
る
社
会
変
化
を
叙
述
す

る
の
が
第
三
節
「
九
世
紀
後
半
〜
一
一
世
紀
の
あ
お
も
り
の
い
と
な
み
」
で
あ
る
。

青
森
平
野
・
津
軽
平
野
の
丘
陵
部
で
は
九
世
紀
後
半
か
ら
、
津
軽
平
野
の
低
地
で
は

一
〇
世
紀
中
頃
か
ら
集
落
が
爆
発
的
に
増
加
し
、
南
部
地
方
で
も
小
川
原
湖
周
辺
や

野
辺
地
湾
に
面
し
た
丘
陵
な
ど
で
一
〇
世
紀
を
中
心
に
数
多
く
の
集
落
が
出
現
。
さ

ら
に
田
舎
館
村
前
川
遺
跡
の
水
田
跡
や
青
森
平
野
・
津
軽
平
野
で
見
ら
れ
る
沖
積
地

の
河
川
に
対
応
し
た
水
路
な
ど
か
ら
こ
の
時
期
に
稲
作
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ
た
と

見
ら
れ
る
こ
と
、
鰺
ヶ
沢
町
杢
沢
遺
跡
や
八
戸
市
荒
屋
敷
久
保
遺
跡
な
ど
県
内
各
所

で
の
製
鉄
遺
跡
や
こ
れ
に
と
も
な
う
鉄
製
品
が
こ
の
時
期
に
増
加
す
る
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
九
世
紀
後
半
を
画
期
と
し
て
五
所
川
原
須
恵
器
窯

跡
が
操
業
を
開
始
す
る
。
九
世
紀
後
葉
か
ら
一
〇
世
紀
前
葉
の
五
所
川
原
窯
跡
産
須

恵
器
は
津
軽
地
方
を
中
心
と
す
る
周
辺
集
落
へ
の
碗
・
皿
な
ど
の
提
供
が
主
で
、
そ

れ
は
前
述
の
集
落
の
激
増
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
生
産
主
体
に
つ
い
て

本
書
は
「
律
令
国
家
側
の
強
い
関
与
が
あ
っ
て
の
開
窯
と
み
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

エ
ミ
シ
集
団
の
自
立
性
の
表
れ
と
み
る
べ
き
か
」
と
、
慎
重
な
書
き
方
に
留
め
な
が

ら
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。

　

祭
祀
・
信
仰
な
ど
に
関
し
て
も
、
平
川
市
鳥
海
山
遺
跡
で
出
土
し
た
「
大
仏
」
刻

書
須
恵
器
皿
や
新
田
（
1
）
遺
跡
出
土
の
木
製
形
代
・
斎
串
、
神
像
、
仏
像
な
ど
か

ら
神
仏
習
合
的
な
宗
教
祭
祀
の
受
容
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
信
仰
の

問
題
と
も
絡
め
な
が
ら
県
内
出
土
の
墨
書
・
刻
書
土
器
の
様
相
に
つ
い
て
も
ペ
ー
ジ

数
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
青
森
県
内
の
文
字
資
料
の
特
徴
と
し
て
（
1
）
墨

書
土
器
等
の
文
字
資
料
が
広
く
使
用
さ
れ
始
め
る
の
は
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

る
こ
と
（
2
）
墨
書
土
器
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
般
の
集
落
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
一
〜

三
文
字
程
度
の
も
の
で
、
信
仰
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、（
3
）
津
軽
地

方
で
は
五
所
川
原
須
恵
器
窯
産
と
み
ら
れ
る
ヘ
ラ
書
き
の
刻
書
土
器
の
割
合
が
高
く
、

文
字
を
解
す
る
人
の
須
恵
器
生
産
へ
の
従
事
が
う
か
が
え
る
こ
と
、（
4
）
前
記
の

「
大
仏
」
刻
書
の
須
恵
器
の
他
、
米
代
川
流
域
か
ら
津
軽
・
南
部
地
方
一
般
集
落
で

「
寺
」
墨
書
土
器
が
出
土
し
、
エ
ミ
シ
社
会
集
落
の
日
常
的
生
活
の
な
か
に
お
け
る

仏
教
的
信
仰
の
受
容
が
う
か
が
え
る
こ
と
、（
5
）
下
谷
地
（
1
）
遺
跡
の
「
神
人
」

墨
書
や
カ
マ
ド
や
水
場
か
ら
の
墨
書
土
器
出
土
例
な
ど
か
ら
、
墨
書
土
器
が
律
令
制

施
行
区
域
か
ら
の
影
響
で
伝
播
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、（
6
）
一
方
で
新
田
（
1
）

遺
跡
出
土
の
「
忌
札
見
知
可
」
と
書
か
れ
た
木
簡
の
出
土
な
ど
律
令
制
の
影
響
を
受
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け
な
が
ら
も
こ
の
地
域
独
自
に
変
容
し
た
祭
祀
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
が
あ

る
こ
と
な
ど
、
こ
の
時
期
の
北
奥
地
域
社
会
に
特
有
の
文
化
受
容
の
様
相
が
多
彩
に

描
か
れ
、
興
味
深
い
叙
述
で
あ
る
。

四

　

第
六
章
第
四
節
「
一
〇
〜
一
一
世
紀
の
あ
お
も
り
」
は
、「
九
世
紀
後
半
〜
一
一

世
紀
」
を
扱
う
第
三
節
と
時
期
的
に
重
な
る
が
、
考
古
学
的
知
見
に
基
づ
き
生
業
・

生
産
や
祭
祀
・
文
字
文
化
な
ど
生
活
・
文
化
の
状
況
を
叙
述
す
る
第
三
節
に
対
し
、

鎮
守
府
将
軍
や
秋
田
城
介
に
よ
る
奥
羽
支
配
（
第
一
・
二
項
）、
そ
の
鎮
守
府
や
秋

田
城
の
在
庁
か
ら
成
長
し
た
と
み
ら
れ
る
安
倍
氏
や
清
原
氏
の
台
頭
（
第
六
項
）、

前
九
年
合
戦
（
第
七
項
）
な
ど
を
叙
述
す
る
第
四
節
は
、
い
わ
ば
北
奥
地
域
の
政
治

的
変
動
に
重
き
を
置
い
た
叙
述
、
と
整
理
で
き
よ
う
か
。

　

そ
し
て
こ
の
第
四
節
を
特
徴
付
け
る
最
も
重
要
な
要
素
が
、
い
わ
ゆ
る
「
防
御
性

集
落
」
の
問
題
で
あ
る
（
第
三
・
四
項
）。
一
〇
世
紀
後
半
頃
に
北
奥
地
域
に
広
く

出
現
す
る
「
防
御
性
集
落
」
は
、
青
森
市
高
屋
敷
館
遺
跡
の
発
掘
調
査
な
ど
を
き
っ

か
け
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
本
格
的
な
研
究
対
象
と
し
て
大
き
な
注
目
を
集
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
本
書
で
は
「
環
濠
を
伴
う
集
落
の
な
か
に
防
御
的
性
格
を
持
つ
も
の

を
認
め
、
そ
う
し
た
集
落
に
限
り
、「
防
御
性
集
落
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
」
と

い
う
立
場
を
明
示
し
た
上
で
、
そ
の
構
造
的
特
色
や
類
型
、
さ
ら
に
は
そ
の
形
成
過

程
を
め
ぐ
る
現
段
階
の
研
究
上
の
成
果
や
課
題
を
、
高
屋
敷
館
遺
跡
や
八
戸
市
林
ノ

前
遺
跡
の
成
果
を
中
心
に
し
た
か
た
ち
で
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
。
評
者
が
特
に
興

味
を
感
じ
た
の
は
そ
の
形
成
史
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
高
屋
敷
館
遺
跡
で
は
九
世
紀

後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
他
地
域
か
ら
の
系
譜
と
み
ら
れ
る
「
竪
穴
・
掘
立

併
用
建
物
」
の
集
落
が
周
辺
地
域
に
林
立
し
、
そ
れ
ら
を
束
ね
る
共
通
の
規
制
を

持
っ
た
勢
力
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
林
ノ
前
遺
跡
で
も
一
〇
世
紀
前
半
か
ら

中
葉
に
か
け
て
の
周
辺
地
域
で
の
新
興
集
落
の
形
成
が
み
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
環
濠

を
持
つ
林
ノ
前
遺
跡
が
成
立
す
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
知
見
は
、
前
節
で
触
れ
ら
れ

た
九
世
紀
後
半
以
降
の
北
奥
地
域
で
の
人
口
増
と
い
う
動
向
と
防
御
性
集
落
の
成
立

と
の
関
係
を
考
え
る
素
材
と
な
り
、
防
御
性
集
落
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
た
め
の

重
要
な
知
見
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
で
は
、
こ
う
し
た
防
御
性
集
落
出
現
の
背
景
に
つ
い
て
、
十
世
紀
に
お
け
る

城
柵
を
介
し
た
朝
貢
制
的
支
配
の
衰
退
と
そ
れ
に
か
わ
る
鎮
守
将
軍
な
ど
を
介
し
た

交
易
制
の
展
開
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
北
奥
の
珍
奇
な
産
品
に
対
す
る
収
奪
の

強
化
が
エ
ミ
シ
社
会
の
中
に
新
た
な
緊
張
を
生
み
、
そ
れ
が
防
御
性
集
落
を
作
り
出

し
た
、
と
い
う
見
通
し
を
提
示
し
て
い
る
。

　

第
五
項
「
本
県
域
と
南
北
世
界
と
の
交
流
」
は
、
そ
う
し
た
収
奪
強
化
の
背
景
と

さ
れ
る
北
方
交
易
の
様
相
を
考
古
学
的
知
見
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
も
の
で
、
陸
奥
湾

沿
岸
地
域
に
お
け
る
擦
文
土
器
の
分
布
・
生
産
の
問
題
や
、
五
所
川
原
窯
産
須
恵
器

の
流
通
が
北
海
道
へ
も
拡
大
し
て
い
く
状
況
（
た
だ
し
一
〇
世
紀
前
半
に
は
衰
退
期

に
入
っ
て
し
ま
う
）
な
ど
も
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
九
年
合
戦
に
つ
ら
な
る
安

倍
・
清
原
氏
の
形
成
の
問
題
を
扱
う
第
七
項
で
は
、「

屋
・
仁
土
呂
志
・
宇
曾
利

三
部
の
夷
人
」
の
長
と
し
て
『
陸
奥
話
記
』
に
登
場
す
る
安
倍
富
忠
の
存
在
に
注
目

し
、
奥
六
郡
の
安
倍
氏
が
そ
の
北
方
の
「
夷
人
」
の
世
界
に
も
同
族
的
結
合
を
広
げ
、

北
方
の
富
の
収
奪
に
安
倍
氏
が
主
体
的
に
関
与
し
て
い
た
と
の
見
通
し
を
示
唆
し
て

い
る
。
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五

　

第
六
章
第
五
節
「
一
二
世
紀
の
あ
お
も
り
」
は
、
前
九
年
合
戦
後
の
十
一
世
紀
後

半
か
ら
奥
州
藤
原
氏
が
奥
羽
全
土
を
掌
握
す
る
一
二
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
を
扱
う
。

第
一
項
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
い
わ
ゆ
る
延
久
北
奥
合
戦
を
め
ぐ
る
問
題
で
、

近
年
そ
の
意
義
が
再
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
陸
奥
守
源
頼
俊
と
鎮
守
府
将
軍
清
原
真

衡
（
貞
衡
説
も
あ
る
が
本
書
で
は
真
衡
説
を
採
る
）
に
よ
る
「
エ
ゾ
平
定
事
業
」
の

実
像
を
政
治
状
況
と
絡
め
な
が
ら
整
理
。
つ
い
で
第
二
項
で
後
三
年
合
戦
の
経
緯
、

第
三
項
で
藤
原
清
衡
の
平
泉
開
府
、
基
衡
か
ら
秀
衡
に
至
る
奥
州
藤
原
氏
の
奥
羽
支

配
の
推
移
が
描
か
れ
る
。

　

第
四
項
「
奥
大
道
」
と
平
泉
文
化
の
北
上
」
で
は
、
考
古
学
的
知
見
を
も
と
に
こ

う
し
た
時
期
に
お
け
る
青
森
県
内
の
様
相
を
述
べ
た
も
の
で
、
青
森
県
域
で
の
中
世

の
開
始
が
「
平
泉
文
化
」
の
強
い
影
響
の
も
と
に
登
場
し
た
と
の
見
通
し
を
提
示
し

て
い
る
。
地
域
内
に
お
け
る
土
師
器
や
須
恵
器
生
産
は
終
焉
を
迎
え
、
珠
洲
焼
、
瀬

戸
焼
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
主
要
産
地
か
ら
の
製
品
が
広
域
的
に
流
通
し
て
い
る
点
を
、

北
奥
地
域
が
中
世
的
広
域
流
通
経
済
圏
の
中
に
明
確
に
組
み
込
ま
れ
た
現
象
と
評
価

し
、
ま
た
平
泉
と
の
関
係
を
よ
り
積
極
的
に
理
解
で
き
る
例
と
し
て
、
一
二
世
紀
後

半
の
か
わ
ら
け
や
中
国
製
白
磁
四
耳
壺
な
ど
を
出
土
す
る
浪
岡
城
跡
内
館
、
一
二
世

紀
後
半
〜
一
三
世
紀
の
か
わ
ら
け
や
中
国
製
白
磁
碗
・
青
磁
碗
、
渥
美
や
珠
洲
を
出

土
す
る
弘
前
市
中
崎
遺
跡
、
陸
奥
湾
に
面
し
一
二
世
紀
の
か
わ
ら
け
や
中
国
産
白

磁
・
青
磁
、
渥
美
・
常
滑
・
珠
洲
な
ど
を
出
土
す
る
石
江
遺
跡
群
な
ど
を
あ
げ
る
。

津
軽
地
方
で
発
見
さ
れ
て
い
る
経
塚
関
連
の
遺
物
、
と
く
に
平
内
町
白
狐
塚
で
発
見

さ
れ
て
い
る
一
二
世
紀
頃
の
経
塚
出
土
品
等
も
ま
た
奥
州
藤
原
氏
と
の
強
い
関
わ
り

が
想
定
で
き
る
と
い
う
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
第
五
・
六
項
で
は
北
奥
地
域
に
対
す
る
「
日
本
国
」
の
領
域
支

配
に
か
か
わ
る
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
が
、
第
五
項
で

と
り
あ
げ
ら
れ
る
、
北
奥
地
域
に
お
け
る
郡
郷
制
の
施
行
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
現
在

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
一
一
世
紀
後
半
の
延
久
北
奥
合
戦
を
契
機
に
一
気
に
陸
奥

国
の
北
奥
へ
の
領
域
支
配
が
拡
大
さ
れ
た
と
み
る
見
解
と
②
奥
州
藤
原
氏
の
清
衡
の

時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
新
た
な
奥
羽
支
配
の
再
編
に
よ
る
も
の
と
み
る
見
解
と
が
提

起
さ
れ
決
着
を
見
て
い
な
い
。
本
書
で
も
こ
の
点
は
慎
重
な
筆
致
で
明
確
に
記
し
て

は
い
な
い
が
、
美
濃
・
常
滑
焼
や
か
わ
ら
け
な
ど
の
分
布
状
況
に
置
け
る
津
軽
と
平

泉
の
共
通
性
な
ど
か
ら
、
②
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た

第
六
項
「
九
戸
四
門
制
」
は
、
糠
部
地
域
に
特
有
の
「
○
戸
」
と
い
う
行
政
区
域
の

問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
鎌
倉
期
以
前
に
遡
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
同
地
に

お
け
る
馬
産
と
の
か
か
わ
り
を
想
定
で
き
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
の
第
七
項
で
は
、「
防
御
性
集
落
」
の
消
滅
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
。
防

御
性
集
落
の
終
焉
は
考
古
学
的
に
は
ま
だ
課
題
が
残
る
も
の
の
、
十
一
世
紀
代
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
延
久
北
奥
合
戦
か
ら
後
三
年
合
戦
、
さ
ら
に
清
衡
期
に
お
け

る
「
北
国
凶
賊
」
征
討
と
奥
州
藤
原
氏
に
よ
る
奥
羽
支
配
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

「
奥
州
の
真
の
平
和
」
が
、
防
御
性
集
落
を
消
滅
さ
せ
、
ま
た
郡
郷
制
の
施
行
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
筋
書
き
が
、
慎
重
な
筆
致
な
が
ら
も
示
さ
れ
て
い

る
。
防
御
性
集
落
の
問
題
が
本
章
の
末
尾
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
が
青

森
県
域
を
含
む
北
奥
地
域
の
平
安
時
代
史
を
描
く
素
材
と
し
て
こ
の
問
題
を
極
め
て

重
視
し
て
い
る
こ
と
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。
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本
書
の
最
大
の
特
色
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
、
近
年
に
お

け
る
豊
富
な
北
方
古
代
史
研
究
の
成
果
を
盛
り
込
み
、
地
域
独
自
の
古
代
史
像
を
描

き
出
す
実
験
的
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
防
御
性
集
落

の
問
題
に
限
ら
ず
、
稲
作
の
成
立
と
そ
の
後
の
消
長
、
末
期
古
墳
の
様
相
、
津
軽
エ

ミ
シ
を
め
ぐ
る
論
点
、
九
世
紀
後
半
以
降
の
集
落
数
の
激
増
、
五
所
川
原
須
恵
器
窯

跡
の
問
題
、
北
奥
地
域
に
お
け
る
郡
郷
制
や
九
戸
四
門
制
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、
本

書
を
通
読
す
る
と
、
こ
の
地
域
に
特
有
の
、
し
か
し
な
が
ら
「
日
本
史
」
や
「
東
北

史
」
の
捉
え
直
し
を
迫
る
研
究
課
題
が
極
め
て
豊
富
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
実

感
す
る
。

　

本
書
で
は
、
叙
述
の
各
所
で
様
々
な
南
北
世
界
と
の
間
の
「
交
流
」
の
様
相
が
述

べ
ら
れ
、
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
特
色
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
北

奥
地
域
に
お
け
る
地
域
性
、
地
域
関
係
の
問
題
に
も
興
味
を
向
か
せ
て
く
れ
る
。
大

き
く
分
け
て
津
軽
と
南
部
、
さ
ら
に
細
か
な
地
域
区
分
の
中
で
、
現
在
青
森
県
と
し

て
一
括
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
地
域
を
古
代
史
の
中
の
地
域
間
交
流
の
中
で
ど
の

よ
う
に
捉
え
直
せ
る
の
か
。
例
え
ば
津
軽
地
方
と
南
部
地
方
と
で
は
当
然
周
辺
地
域

と
の
政
治
的
・
経
済
的
関
係
の
あ
り
か
た
に
相
違
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
歴
史
的

変
遷
が
あ
る
こ
と
も
本
書
の
各
章
・
各
節
の
随
所
に
看
取
さ
れ
る
。
本
書
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
た
知
見
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
様
々
な
地
域
間
交
流
か
ら
、
さ
ら
な

る
多
く
の
課
題
も
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　

少
し
長
い
ス
パ
ン
で
の
叙
述
が
必
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
時
代
ご
と
に
区
切
ら

れ
た
各
章
で
や
や
輪
切
り
に
さ
れ
が
ち
で
あ
る
点
は
少
し
気
に
な
っ
た
。
例
え
ば
コ

ラ
ム
的
な
ど
の
形
で
少
し
通
時
代
的
な
解
説
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
点
は
各
章
の
中
で
、
前
後
の
時
代
へ
の
見
通
し
を

重
複
を
い
と
わ
ず
叙
述
す
る
こ
と
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
お
り
、
問
題
と
す
る
に
は
あ
た

る
ま
い
。
平
易
な
語
り
の
中
に
最
新
の
知
見
や
課
題
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
本

書
が
、
東
北
古
代
史
・
北
方
古
代
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
の
新
た
な
入
口
と
し
て
、

ま
た
「
北
か
ら
の
日
本
古
代
史
」
を
考
え
る
入
り
口
と
し
て
、
多
く
の
方
々
に
読
ま

れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

（
菊
版
、
七
八
七
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
）
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