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青
森
開
港
の
き
っ
か
け

　

「
青
森
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
町
が
こ

の
地
で
産
声
を
あ
げ
た
の
は
、
江
戸
時
代

の
前
期
、
今
か
ら
約

390
年
ほ
ど
前
、
西
暦

１
６
２
０
年
代
中
頃
の
こ
と
で
す
。
そ
の

き
っ
か
け
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

写
真
①
（
四
角
で
囲
ん
だ
部
分
）
と
し
て
あ

げ
た
、
寛
永
２
年
（
１
６
２
５
）
５
月
15
日

付
の
文
書
で
す
。

　

こ
の
文
書
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
い

ま
す
と
、
こ
の
と
き
、
弘
前
藩
は
江
戸
へ
米

（
具
体
的
に
は
、
江
戸
藩は
ん
て
い邸

で
つ

か
う
米
）
を
船
で
運
ぶ
許
可
を
幕

府
か
ら
得
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
津
軽
か
ら
太
平
洋
を
使
っ
て

江
戸
へ
向
か
う
海
運
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
ル
ー
ト
の
拠

点
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
青
森

の
地
で
あ
っ
た
の
で
す
。
弘
前
藩

で
は
、
こ
れ
を
機
に
、
こ
こ
に
湊
み
な
と

を
整
備
し
、
同
時
に
町
立
て
（
町

づ
く
り
）
を
行
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
青
森
の
町
立
て

は
、
湊
の
整
備
と
同
時
進
行
で
進

め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、近
年
、写
真
①
に
つ
い
て

も
う
ひ
と
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、写

真
①
の
内
容
は
、
湊
の
築
港こ
う

が
完

了
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
湊
の
整
備
が

開
始
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
、
具

体
的
に
は
元
和
９
年（
１
６
２
３
）

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

本
市
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
本
を
開
い
て
み

る
と
、
青
森
の
地
に
湊
が
開
か
れ
た
の
は

「
寛
永
元
年
」
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
も
の

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
段
階
の

研
究
成
果
で
い
う
と
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
よ

う
に
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と

も
「
寛
永
２
年
」
と
い
う
年
が
き
っ
か
け
に

な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

図①　貞享元年（1684）頃の青森町

三
段
階
の
町
立
て

　

図
①
は
、
約

330
年
前
の
青
森
町
の
よ
う
す

を
表
現
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
範

囲
が
、
江
戸
時
代
の
青
森
町
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
図
を
み
る
と
き
に
注
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
は
、
北
（
陸
奥
湾
）
が
下
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
町
の

　

市
で
は
、
平
成
８
年
度
か
ら
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
郷
土
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
誇
り

を
高
め
る
と
と
も
に
、
貴
重
な
歴
史
資
料
を

市
民
共
有
の
財
産
と
し
て
次
の
世
代
に
引

き
継
ぐ
た
め
、『
新
青
森
市
史
』
の
編
さ
ん

事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
浪
岡
町

史
』
は
平
成
17
年
３
月
ま
で
に
全
巻
刊
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
成
果
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
伝

え
す
る
こ
と
で
、
本
市
の
歴
史
に
対
す
る
理

解
を
一
層
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
青
森
市

の
歴
史
や
民
俗
な
ど
に
つ
い
て
、「
青
森
タ

イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
」
と
し
て
本
紙
で
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。

　

昨
年
12
月
に
市
民
の
皆
さ
ん
に
配
布
し
た

『
青
森
市
民
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
２
０
１
１
』

で
、「
青
森
の
歴
史
」
と
題
し
て
、
古
代
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
本
市
の
歩
み
を
写
真

と
と
も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
紹
介
し
た
テ
ー
マ
の
う

ち
、「『
青
森
』
誕
生
の
歴
史
」
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
詳
し
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

【問合せ】
市史編さん室

（☎017－732－5271）

青
森

 
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル

第
１
回

写真①　「津軽一統志」巻第８
弘前市立弘前図書館蔵

ち
っ

『
青
森
』
、
誕
生
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東
の
端
に
あ
た
る
堤
川
は
図
で
は
左
側
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
西
の
端
は
安
方
町

で
、
こ
こ
へ
の
入
り
口
に
は
柵
が
設
け
ら

れ
、
制せ
い

札さ
つ

場ば

（
藩
な
ど
か
ら
の
命
令
や
お
知

ら
せ
な
ど
を
立
て
た
場
所
）
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
図
②
四
角
で
囲
ん
だ

部
分
）。
た
だ
し
、
こ
こ
が
現
在
の
ど
こ
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
弘
前
藩
は
、
こ
の
地
で
の
町
立
て

に
際
し
て
、
①
農
業
に
従
事
し
な
い
者
に
移

住
を
勧
め
、
こ
れ
に
応
じ
た
場
合
は
10
年
間

年
貢
な
ど
を
免
除
す
る
、
②
外
そ
と
が
は
ま浜

に
や
っ
て

く
る
商
船
の
着
船
を
青
森
の
湊
に
集
中
さ
せ

る
、
③
新
た
に
町
人
身
分
と
な
っ
た
者
に

は
、
弘
前
城
下
の
町
人
と
お
な
じ
特
権
を
与

え
、
一
か
月
に
六
回
行
わ
れ
る
市い
ち

で
あ
る

「
六ろ
く
さ
い
い
ち

斎
市
」
の
開
催
を
許
可
す
る
、
と
い
っ

た
優
遇
策
を
取
っ
て
推
進
し
よ
う
と
し
ま

し
た
。

　

町
立
て
は
、
大
き
く
三
段
階
で
進
め
ら

れ
、
図
①
に
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
と
示
し
た
三
つ
の

ゾ
ー
ン
が
そ
の
各
段
階
に
相
当
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
Ⅰ
の
第
一
期
は
、
陸
奥
湾
に
面
し

た
安
方
町
・
越
前
町
・
浜
町
の
ほ
か
、
大
町
・

米
町
な
ど
、
青
森
町
の
中
心
部
分
の
町
立
て

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
越

前
町
は
、
越
前
（
福
井
県
）
に
出
自
を
持
つ

人
々
が
進
出
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
移
住
奨

励
策
と
の
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
で
す
。
ま

た
、
同
じ
時
期
の
弘
前
城
下
で
は
、
日
本
海

沿
岸
地
域
に
出
自
が
求
め
ら
れ
る
町
人
層
が

い
ま
し
た
。
青
森
町
の
場
合
も
、
弘
前
城
下

と
同
じ
く
こ
れ
ら
の
地
域
の
人
々
が
進
出
し

た
と
み
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
Ⅱ
の
第
二
期
は
、
堤
川
沿
岸
の

塩
町
・
博ば
く
ろ
う労

町
・
莨

た
ば
こ
　
　町

と
蜆

し
じ
み
か
い貝

町
な
ど
で
、

く
町
立
て
を
始
め
る
以
前
に
、
す
で
に
堤
川

周
辺
が
町ま
ち
ば場

と
し
て
一
定
の
成
長
を
遂
げ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す

か
ら
、
こ
こ
に
は
Ｉ
の
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
優

遇
策
を
持
ち
込
む
必
要
が
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
17
世
紀
の
後
半
に

町
立
て
が
完
了
し
た
青
森
の
町
は
、
移
住
者

を
募
る
な
ど
し
て
新
し
く
町
立
て
が
推
し
進

め
ら
れ
た
Ⅰ
の
ゾ
ー
ン
と
、
そ
れ
以
前
か
ら

あ
っ
た
都
市
的
な
空
間
を
核
と
し
た
Ⅱ
の

ゾ
ー
ン
、
こ
の
新
旧
ふ
た
つ
の
空
間
で
も
っ

て
構
成
さ
れ
た
町
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

（
市
史
編
さ
ん
室
事
務
長　

工
藤
大
輔
）

　

本
市
の
藩
政
時
代
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

こ
の
た
び
刊
行
し
た
『
新
青
森
市
史
』
通
史

編
第
二
巻
近
世
（
詳
細
は
20
ペ
ー
ジ
）
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
紹
介
し
て
い
ま
す
の

で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
の
第
三
期
は
南
側
の
鍛
冶
町
・
寺
町
・
柳

町
・
新
町
が
取
り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、

こ
の
第
三
期
は
、
現
在
の
県
庁
の
位
置
に

御お
か
り
や

仮
屋
（
写
真
②
）
が
建
設
さ
れ
る
な
ど
、

藩
が
青
森
町
を
治
め
る
し
く
み
が
整
え
ら
れ

た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
第
一
期

か
ら
第
三
期
ま
で
、
お
お
よ
そ
45
年
ほ
ど
の

時
間
を
か
け
て
、
寛
文
10
年
（
１
６
７
０
）

代
に
す
べ
て
の
町
立
て
が
終
了
し
ま
し
た
。

新
旧
ふ
た
つ
の
ゾ
ー
ン

　

さ
て
、
こ
こ
で
先
の
優
遇
策
と
こ
の
三
段

階
の
町
立
て
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。
現
在
確
認
で
き
る
文
献

史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
優
遇
策
が
講
じ
ら
れ

た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
町
立
て
の
第
一
段
階
、

す
な
わ
ち
Ⅰ
の
ゾ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
時
期

に
相
当
し
ま
す
。
逆
に
い
う
と
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の

ゾ
ー
ン
で
は
、
こ
の
優
遇
策
が
適
用
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
Ⅱ
の
ゾ
ー

ン
を
例
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

『
新
青
森
市
史
』
通
史
編
第
一
巻
な
ど
の

成
果
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
青
森
と
い
う

町
が
で
き
る
以
前
、
現
在
の
堤
川
河
口
部
に

は
「
堤
浦
」
と
呼
ば
れ
た
湊
が
あ
り
、
旅
人

が
疲
れ
を
い
や
す
宿
場
も
あ
っ
た
と
い
い
ま

す
。
つ
ま
り
、こ
の
頃
の
堤
川
周
辺
に
は
、人

と
物
と
が
頻
繁
に
行
き
か
う
、
活
気
に
満
ち

た
都
市
的
な
空
間
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
堤
川
周
辺
地
区
の
評
価
を
ふ
ま

え
る
と
、
Ⅱ
の
ゾ
ー
ン
は
、
こ
の
地
に
新
し

図②　安方町入り口（貞享元年頃「青森町絵図」）
弘前市立博物館蔵

写真②　御仮屋跡の碑（青森県庁内）

◆
青
森
市
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
青
森
の

　

歴
史
や
民
俗
な
ど
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
配
信
中

　

４
月
か
ら
、
青
森
市
の
歴
史
や
民
俗
な
ど

に
関
す
る
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
発
信
す
る

「
あ
お
も
り
歴
史
ト
リ
ビ
ア
」
を
毎
週
金
曜

日
に
配
信
し
て
い
ま
す
。

登録は

こちらから！

青
森
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

携
帯
サ
イ
ト
「
青
森
市
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
」

（
ア
ド
レ
ス
・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
表
紙
に
掲
載
）

青森タイムトラベル　『青森』、誕生

※
既
に
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か

た
は
、
登
録
内
容
が
上
書
き
更
新
さ
れ
ま
す
の

で
、
項
目
の
追
加
を
す
る
場
合
、
希
望
の
配
信

項
目
を
全
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。


