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一
．
は
じ
め
に 

本
論
文
で
は
、
青
森
県
を
例
に
地
方
の
歴
史
を
再
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
「
地
方
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

を
発
見
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
現
在
、
地
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
な
か
で
、「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
」
が
持
つ
意
義
を
提
示
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
河
西
英
通

の
著
書
で
あ
る
『
東
北 

つ
く
ら
れ
た
異
境
』
に
な
ら
っ
て
、
東
北
・
青
森
は
広
く
実
体
と
し
て
の
東
北
・

青
森
を
、
「
東
北
」・
「
青
森
」
は
資
料
上
の
表
記
を
、
〈
東
北
〉
・
〈
青
森
〉
は
価
値
や
評
価
を
含
ん
だ
言
説

を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
。 

 

二
．
近
代
以
前
の
青
森 

 

ま
ず
、
青
森
県
の
歴
史
の
概
略
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
五
五
〇
〇
年
前
頃
、
現
三
内
丸
山
遺
跡
（
青
森
市
）

に
大
規
模
な
集
落
が
出
現
す
る
。
な
お
、
古
代
の
青
森
は
、
蝦
夷
が
暮
ら
す
社
会
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀

末
か
ら
約
十
年
間
は
、
平
泉
に
本
拠
地
を
置
く
奥
州
藤
原
氏
に
支
配
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
安
藤
氏
の
支
配

の
も
と
、
日
本
海
交
易
で
繁
栄
す
る
。
十
五
世
紀
前
半
、
青
森
県
東
部
と
岩
手
県
北
部
を
支
配
す
る
南
部

氏
が
盛
岡
城
を
築
き
盛
岡
藩
主
と
な
る
。
一
方
、
現
在
の
津
軽
地
方
は
津
軽
氏
が
治
め
、
津
軽
為
信
が
弘

前
藩
の
初
代
藩
主
と
な
る
。
一
六
六
四
年
、
南
部
藩
が
盛
岡
藩
八
万
石
と
八
戸
藩
二
万
石
に
分
か
れ
る
。

江
戸
時
代
に
は
こ
う
し
て
、
弘
前
・
盛
岡
・
八
戸
な
ど
の
い
く
つ
か
の
藩
が
置
か
れ
る
。
一
八
七
一
年
、

廃
藩
置
県
が
お
こ
な
わ
れ
、
い
く
つ
か
の
藩
に
旧
松
前
藩
の
館
県
を
加
え
て
弘
前
県
と
な
る
。
そ
の
後
、

県
庁
を
青
森
県
に
う
つ
し
て
青
森
県
と
改
称
。
一
八
七
二
年
旧
館
県
は
開
拓
使
に
移
管
。
一
八
七
六
年
に
、

現
在
の
青
森
県
と
同
じ
県
域
と
な
る
。 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
八
七
一
年
の
廃
藩
置
県
以
前
、
複
数
の
藩
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
文
化
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
今
な
お
、
言
葉
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
な
文
化
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
北
海
道
の
一
部
が
青
森
県
に
属
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
理
的
近
接
、
風
土
民
情
の
類
似
、
ロ
シ
ア
へ
の
南
下
政
策
へ
の
対
抗
な

ど
を
背
景
に
、
旧
館
県
と
の
再
度
の
合
併
論
や
、
東
北
・
北
海
道
の
総
合
的
な
開
発
の
た
め
の
函
館
遷
都

論
な
ど
が
唱
え
ら
れ
た
と
い
う1

。
ま
た
、
一
八
八
二
年
に
描
か
れ
た
下
北
半
島
の
民
衆
像
の
描
写
に
は
、

ア
イ
ヌ
衣
装
で
あ
る
ア
ツ
シ
を
身
に
ま
と
う
農
夫
が
描
か
れ
て
お
り
、
下
北
の
民
衆
に
と
っ
て
、
ア
イ
ヌ

の
生
活
様
式
は
自
ら
の
生
活
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る2

。
河
西
は
、
近
代
東
北
史
と
ア
イ

ヌ
史
の
相
関
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

 

近
代
東
北
史
と
は
、
あ
た
か
も
３
Ｄ
（
ス
テ
レ
オ
グ
ラ
ム
）
的
世
界
で
あ
り
、
目
を
凝
ら
せ
ば
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
い
う
二
元
的
認
識
を
乗
り
越
え
る
景
色
が
見
え
て
く
る
。
東
北

は
一
体
的
な
空
間
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
北
部
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
史
が
視
界
に
入
っ
て

い
た
。（
中
略
）
東
北
に
と
っ
て
近
代
と
は
、
二
重
の
敗
北
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
一
つ
は
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
敗
北
と
し
て
、
も
う
一
つ
は
意
識
の
な
か
に
ア
イ
ヌ
史
と



い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
歴
史
を
押
し
隠
し
な
が
ら
、〈
日
本
〉
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
逃
げ
込
ん

だ
敗
北
と
し
て
―3

。 

 

三
．〈
日
本
〉
へ
の
参
画
、〈
文
明
〉〈
近
代
〉〈
文
明
〉
へ
の
劣
等
感 

 

十
九
世
紀
末
以
降
、
東
北
は
国
内
植
民
地
化
し
、
全
域
が
後
進
地
域
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一

九
一
三
年
に
は
冷
害
凶
作
が
襲
い
、
青
森
県
の
コ
メ
減
収
率
は
七
九
％
に
ま
で
な
っ
た
。
原
敬
は
東
北
の

救
済
と
振
興
を
は
か
る
た
め
「
東
北
振
興
会
」
を
設
立
す
る
が
、
岡
田
は
、
こ
こ
に
「
国
策
」
的
視
点
が

あ
り
、「
東
北
振
興
事
業
が
国
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
真
因
が
、
東
北
の
農
漁
民
の
救
済
や
東
北
と
の
格
差

是
正
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
中
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
な
か
で
の
国
家
総
動
員
資
源
政
策
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た4

」
と
指
摘
す
る
。〈
東
北
〉
は
〈
日
本
〉
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
取
り
巻
く
国
際
社
会
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
東
北
内
部
で
は
ど
の
よ
う
な
意
識
が
生
ま
れ
て
い
た
の
か
。
河
西
は
以
下
の

よ
う
な
「
文
明
劣
等
感5

」
指
摘
す
る
。 

  
 

 

青
森
県
が
よ
り
切
実
に
直
面
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
〈
後
進
〉
意
識
で
は
な
く
、
成
長
度
合
い
を

質
的
に
と
ら
え
る
〈
近
代
〉
の
法
則
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
前
近
代
と
は
未
開
で
あ
り
、
不
潔
で
あ

り
、
克
服
さ
れ
る
ベ
き
段
階
で
あ
っ
た
。
近
代
化
と
は
、
従
来
の
生
活
様
式
を
続
け
る
諸
条
件
を

奪
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
従
来
の
生
活
は
続
け
る
の
に
値
し
な
い
生
活
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
で
あ
っ
た6

。 

  

そ
し
て
、
近
代
と
文
明
へ
の
劣
等
意
識
は
、〈
反
中
央
〉
と
〈
汎
郷
土
〉
の
姿
勢
も
生
み
出
し
た
と
い
う

7

。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
始
ま
っ
た
運
動
が
郷
土
芸
術
運
動
で
あ
り
、
芸
術
の
土
着
化
・
地
方
分
権
運
動
で

あ
っ
た
。
河
西
は
、
以
下
が
郷
土
芸
術
運
動
の
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。 

 

①
な
ぜ
都
会
と
田
舎
の
区
別
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
画
然
と
生
じ
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
田
舎
が
都

会
よ
り
後
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。 

 

②
田
舎
は
都
会
を
理
想
と
し
て
「
文
明
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

③
「
す
べ
て
の
『
青
森
』
を
『
東
京
』
と
す
る
こ
と
」
が
地
域
開
発
の
目
的
な
の
か8

。 

 

こ
の
言
葉
か
ら
、
「
都
会
―
田
舎
」
、
文
化
の
「
先
進
地
域
―
後
進
地
域
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
考
え

が
深
く
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

し
か
し
戦
時
中
に
は
、
県
民
の
勇
武
と
原
始
産
業
は
、
近
代
戦
勝
利
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
代
以
降
の
「
劣
等
感
」
に
代
わ
り
、「
使
命
感
」
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
は

戦
争
の
激
化
と
と
も
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
河
西
は
「
青
森
県
意
識
、
東
北
意
識
は
〈
日
本
〉
意
識
と
同

化
す
る
に
至
っ
た
。
戦
争
末
期
に
到
達
し
た
東
北
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
こ
そ
が
、
総
力
戦
体
制
を
可
能

に
し
た
思
想
的
基
盤
で
あ
っ
た9

」
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
戦
後
、
青
森
の
認
識
は
再
び
「
青
森
県
の
特
性
は
決
し
て
誇
り
得
る
〈
日
本
〉
で
は
な
く
、

中
央
や
他
地
域
に
比
べ
る
と
封
建
的
で
後
進
的1

0

」
な
も
の
と
な
り
、
〈
日
本
〉
は
現
前
の
日
本
へ
と
戻
っ



て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 四

．
あ
た
ら
し
い
文
化
の
発
見 

し
か
し
、
河
西
は
、
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
東
北
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
地
域
と
国

家
の
新
た
な
関
係
を
展
望
す
る
新
た
な
東
北
意
識
と
し
て
転
生
し
た
と
指
摘
す
る
。
以
下
、
一
九
四
六
年

に
太
宰
治
が
記
し
た
『
十
五
年
間
』
を
引
用
す
る
。 

  
 
 

私
は
ゲ
ー
ト
ル
を
着
け
、
生
れ
て
は
じ
め
て
津
軽
の
国
の
隅
々
ま
で
歩
き
ま
わ
っ
て
み
た
。（
中
略
）

結
局
、
私
が
こ
の
旅
行
で
見
つ
け
た
の
は
「
津
軽
の
つ
た
な
さ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
劣

さ
で
あ
る
。
不
器
用
さ
で
あ
る
。
文
化
の
表
現
方
法
の
無
い
戸
惑
い
で
あ
る
。
私
は
ま
た
、
自
身

に
も
そ
れ
を
感
じ
た
。
け
れ
ど
も
同
時
に
私
は
、
そ
れ
に
健
康
を
感
じ
た
。
こ
こ
か
ら
、
何
か
し

ら
全
然
あ
た
ら
し
い
文
化
（
私
は
、
文
化
と
い
う
言
葉
に
、
ぞ
っ
と
す
る
。
む
か
し
は
文
花
と
書

い
た
よ
う
で
あ
る
）
そ
ん
な
も
の
が
、
生
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
自
分
の
血
の
中
の

純
粋
の
津
軽
気
質
に
、
自
身
に
似
た
も
の
を
感
じ
て
帰
京
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
津
軽

に
は
文
化
な
ん
て
も
の
は
無
く
、
し
た
が
っ
て
、
津
軽
人
の
私
も
少
し
も
文
化
人
で
は
無
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
せ
い
せ
い
し
た
の
で
あ
る1

1

。 

  

河
西
は
「
太
宰
の
心
境
は
敗
戦
に
よ
る
一
般
的
な
喪
失
感
や
虚
無
感
で
は
な
い
。
近
代
東
北
が
意
識
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
〈
近
代
〉〈
文
明
〉
へ
の
劣
等
感
、
〈
日
本
〉
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
へ
の
憧
憬
が
お

よ
そ
無
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
の
発
見
な
の
で
あ
る1

2

」
と
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
河
西
が
述
べ

る
〈
東
北
論
〉
の
意
義
を
引
用
す
る
。 

  
 

 

〈
東
北
論
〉
の
世
界
を
通
し
て
、
私
た
ち
が
新
し
い
歴
史
認
識
と
自
己
意
識
を
持
っ
た
と
き
、
国

民
国
家
日
本
は
解
体
さ
れ
は
じ
め
、
そ
の
自
明
性
は
解
体
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
し
い
世

界
、
新
し
い
歴
史
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
予
感
が
し
ま
す1

3

。 

  

新
し
い
〈
東
北
〉
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
、
国
民
国
家
〈
日
本
〉
の
幻
想
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
太
宰

が
見
出
し
た
「
全
然
あ
た
ら
し
い
文
化
」
が
現
れ
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
、「
な
ぜ
都
会
と
田
舎
の
区
別
が

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
画
然
と
生
じ
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
田
舎
が
都
会
よ
り
後
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」

と
い
う
問
い
は
、
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
気
付
く
。 

 

し
か
し
い
ま
な
お
、「
都
市
―
田
舎
」、「
先
進
―
後
進
」
と
い
う
考
え
は
根
強
い
。
宮
崎
道
生
は
「
本
州

の
最
先
端
で
自
然
的
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
寒
冷
の
た
め
産
業
・
文
化
の
発
達
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
端

的
に
い
え
ば
後
進
県
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
や
認
識
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る1

4

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
認
識
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
も
、
東
北
学
を
学
ぶ
こ
と
は
有
用
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

で
は
、
新
し
い
〈
東
北
〉〈
青
森
〉
の
像
が
見
え
た
と
き
、
我
々
は
次
に
何
を
す
べ
き
な
の
か
。 

 
 



五
．
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
へ 

 

『
十
五
年
間
』
に
も
う
一
度
注
目
し
て
み
る
。
太
宰
は
津
軽
の
中
に
「
何
か
し
ら
全
然
あ
た
ら
し
い
文

化
」
を
見
出
し
た
と
き
、
そ
れ
を
見
出
し
た
自
分
自
身
が
〈
日
本
人
〉
で
は
な
く
、
津
軽
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
自
覚
し
た
。
こ
こ
に
、「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
の
つ

な
が
り
が
見
え
て
く
る
。 

 

阿
部
四
郎
は
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
探
求
を
、「
実
体
的
な
環
境
条
件
と
社
会
的
実
践
の
歴
史

に
刻
ま
れ
た
特
定
の
場
の
上
に
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
が
自
己
理
解
や
自
己
表
現
の
場
に
必
須
の
関
係
性

を
共
有
で
き
る
社
会
空
間
を
発
見
し
確
認
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
取
り
組
み1

5

」
と
し
て
い
る
。
太
宰
は
「
自

己
理
解
や
自
己
表
現
の
場
に
必
須
の
関
係
性
を
共
有
で
き
る
社
会
空
間
」
を
津
軽
に
見
出
し
た
の
だ
と
も

い
え
る
。
「
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
探
求
は
、「
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
確
立
す
る
一
つ
の

手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
阿
部
は
、「
地
域
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
所
与
の
内
向
き
志
向
で
は
、
そ
の
生
存
と
再
生
が
自
他

と
の
可
動
的
相
互
関
係
に
お
け
る
自
己
更
新
に
大
き
く
か
か
っ
て
い
る1

6

」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
、

地
方
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
民
間
の
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
『
日
本
創
生
会
議
』

に
よ
る
と
、
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
、
五
二
三
の
市
町
村
で
は
人
口
が
一
万
人
未
満
と
な
り
、
消
滅
す
る
恐

れ
が
あ
る
と
い
う
。
消
滅
可
能
性
は
、
秋
田
県
が
第
一
位
で
九
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
青
森
県
が
そ
れ
に

つ
い
で
八
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
自
己
更
新
」
の
た
め
に
は
他
者
の
受
け
入
れ
が
必
要
不
可
欠

と
な
っ
て
い
る
。
阿
部
は
こ
の
と
き
、「
内
向
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
な
か
に
他
の
共
感
の
響
き
を
獲
得
し
う
る
、

つ
ま
り
独
自
性
を
普
遍
性
に
連
ね
る
回
路
の
模
索1

7

」
が
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
青
森
県
立
美
術
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
に
は
、
以
下
の
言

葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

あ
る
特
定
の
部
分
を
抽
出
、
操
作
し
て
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
た
青
森
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
の
可
能
性
を
広
げ
た
り
、
同
世
代
の
他
地
域
と
の
共
通
性
を
探
る
こ
と
も

ま
た
、「
青
森
」
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
実
際
に
、
展
覧
会
や
美
術
館
の
各
種
活
動
は

そ
う
し
た
観
点
も
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
「
青
森
」
を
と
お
し
て
、「
世
界
」
や
「
現
代
」
は

ど
う
見
え
て
く
る
の
か
。
青
森
県
立
美
術
館
が
目
指
す
活
動
の
本
質
は
む
し
ろ
そ
こ
に
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う1

8

。 
 

 

現
在
、
こ
の
よ
う
に
、
文
学
、
美
術
、
ほ
か
に
も
様
々
な
分
野
に
お
い
て
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
他
者
に
伝
え
る
た
め
の
回
路
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
回
路
を
模
索
し
続
け
、
形
に
し
て
い

く
こ
と
が
、
地
方
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

六
．
最
後
に 

 

本
論
文
で
は
、
青
森
の
歴
史
と
文
化
の
再
解
釈
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、

さ
ら
に
、
地
域
に
生
き
る
人
々
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
赤
坂



憲
雄
の
言
葉
を
引
用
す
る
。 

  
 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
、
文
化
、
風
土
の
読
み
直
し
か
ら
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索

へ
と
深
ま
り
ゆ
く
な
か
に
、
し
だ
い
に
地
域
遺
産
が
く
っ
き
り
と
姿
を
現
し
て
く
る
。
神
の
ご
ど

き
絶
対
の
他
者
が
、
外
か
ら
認
定
す
る
の
で
は
な
い
。
地
域
に
生
き
る
人
々
が
み
ず
か
ら
の
幸
福

の
た
め
に
も
と
め
、
み
ず
か
ら
の
意
志
選
び
取
る
。
み
ず
か
ら
の
暮
ら
す
地
域
を
た
い
せ
つ
に
お

も
う
心
こ
そ
が
、
や
が
て
は
異
質
な
他
者
、
異
質
な
文
化
や
民
族
や
宗
教
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
め
、

と
も
に
生
き
る
寛
容
の
精
神
を
つ
く
る
の
で
は
な
い
か1

9

。 

  

新
し
い
東
北
像
が
あ
る
よ
う
に
、
ほ
か
の
地
域
に
も
新
し
い
歴
史
や
文
化
な
ど
の
「
地
域
遺
産
」
が
存

在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
、〈
日
本
〉
と
い
う
枠
組
み
に
は
収
ま
ら
な
い
地
域
遺
産
を
発
信
し
あ
い
、
受
け
入

れ
る
と
き
、
そ
こ
に
新
し
い
列
島
文
化
が
み
え
て
く
る
は
ず
だ
。 
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