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青
森

 
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル

ま
で
来
た
と
い
う
根
拠
は
何
一
つ
な
い
と
い

う
の
が
定
説
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
平
成

七
年
か
ら「
ね
ぶ
た
大
賞
」と
改
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
弘
前
藩
初
代
藩
主
為た
め
の
ぶ信

が
文
禄
二

年（
１
５
９
３
）京
都
で
大
灯
ろ
う
を
作
ら
せ
、

こ
れ
が「
津
軽
の
大
灯
籠
」と
し
て
評
判
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
説
が

あ
り
ま
す
が
、
伝
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

な
ど
い
ず
れ
も
根
拠
が
薄
い
も
の
で
す
。
最

も
一
般
的
な
の
は
、
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て

き
た「
眠
り
流
し
」と
い
う
民
俗
行
事
と
共

通
す
る
も
の
と
い
う
民
俗
学
の
考
え
方
で
す
。

「
眠
り
流
し
」は
暑
い
夏
に
襲
っ
て
く
る
睡

魔
や
災
厄
を
追
い
払
う
行
事
で
、
灯
ろ
う
に

眠
気
や
悪
霊
を
乗
り
移
ら
せ
て
川
や
海
に
流

す
も
の
で
す
。
そ
れ
が
青
森
県
で
は
次
第
に

華
や
か
な
灯
ろ
う
祭
り
に
発
達
し
、
現
在
の

「
ね
ぶ
た
」「
ね
ぷ
た
」に
な
っ
た
と
い
う
説

で
す
。
農
民
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
ね
ぶ

た
は
、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
発
展
し
て
い

き
ま
し
た
。

方
、
当
時
は
知
事
が
中
央
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
ま
た
、
祭
り
に
け

ん
か
が
絶
え
な
い
な
ど
、
ね
ぶ
た
は
悪
し
き

風
習
と
し
て
明
治
六
年
に
は
ね
ぶ
た
禁
止
令

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
約
十
年
間
の
禁
止

の
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
、

明
治
時
代
の
青
森
ね
ぶ
た
の
歴
史
は
、
青
森

町
か
ら
青
森
市
へ
と
商
業
・
交
易
都
市
と
し

第
２
回

青
森
ね
ぶ
た
祭
の
歴
史

図①　今純三が描いたねぶた運行の光景（昭和初期）
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い
よ
い
よ
始
ま
る
「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」。

華
や
か
で
盛
大
に
行
わ
れ
る
全
国
有
数
の
伝

統
行
事
と
し
て
国
内
外
に
知
ら
れ
、
本
市
の

観
光
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
由
来
や
歴
史
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

『
新
青
森
市
史
』別
編
民
俗
や『
青
森
ね
ぶ
た

誌
』の
記
述
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
探
っ

て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ね
ぶ
た
の
由
来

　

ね
ぶ
た
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い

ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
に｢

坂
さ
か
の
う
え上

田た
む
ら
ま
ろ

村
麻
呂
の
伝
説｣

に
よ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
平
安
時
代
に
征せ
い
い
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

夷
大
将
軍
の
田
村
麻
呂

が
こ
の
地
の
蝦
夷
を
征
伐
し
た
と
き
、
灯
ろ

う
を
使
っ
て
お
び
き
出
し
討
ち
取
っ
た
こ
と

が
そ
の
始
ま
り
だ
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の

説
か
ら
昭
和
三
十
七
年（
１
９
６
２
）に
審
査

制
度
が
復
活
し
た
と
き
、
最
優
秀
作
を「
田

村
麿
賞
」と
し
、
平
成
六
年（
１
９
９
４
）ま

で
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
坂
上
田
村
麻
呂

が
蝦
夷
征
伐
の
た
め
ね
ぶ
た
を
創
案
し
た
の

は
伝
説
上
の
話
で
あ
り
、
田
村
麻
呂
が
青
森

　

ね
ぶ
た
の
歴
史

　

藩
政
時
代
の
ね
ぶ
た
に
関
す
る
記
録
は
、

弘
前
藩
の
城
下
町
で
あ
る
弘
前
の
も
の
が

多
く
、「
弘
前
藩
庁
日
記 

御お
く
に
に
っ
き

国
日
記
」享
保

七
年（
１
７
２
２
）七
月
六
日
条
に
五
代
藩
主

信の
ぶ
ひ
さ寿

が
城
下
で「
ね
む
た
流
し
」を
見
物
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

青
森
ね
ぶ
た
が
文
献
に
登
場
し
て
く
る
の

は
天
保
十
三
年（
１
８
４
２
）で
、「
柿
崎
日

記
」に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
天
保

三
年
か
ら
続
い
た
凶
作（
天
保
の
大
飢
饉
）

も
よ
う
や
く
好
転
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
こ

の
年
、
ま
だ
、
大
人
た
ち
は
以
前
の
よ
う
に

ね
ぶ
た
を
出
す
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
子
供
た

ち
だ
け
の
七
夕
祭
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

日
記
か
ら
、
ね
ぶ
た
が
本
来
大
人
た
ち
に

よ
っ
て
町
内
単
位
で
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
や
、七
月
と
い
う
こ
と
か
ら
、ね
ぶ
た
が

七
夕
祭
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
浜
町
の
豪
商
滝
屋
家
に
伝
わ
る
記

録「
家
内
年
表
」で
は
安
政
元
年（
１
８
５
４
）

七
月
六
日
、
安
方
町
、
上
米
町
の
ね
ぶ
た
が

あ
ま
り
に
大
き
く
、
時
節
を
わ
き
ま
え
な
い

も
の
だ
と
し
て
、
七
、
八
軒
が
謹
慎
処
分
と

な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
明
治
二
年（
１
８
６
９
）の「
柿

崎
日
記｣
に
は
、
ね
ぶ
た
の
題
材
や
規
模
に

つ
い
て
の
記
述
が
具
体
的
に
出
て
き
ま
す
。

明
治
維
新
と
と
も
に
人
々
の
気
分
も
新
し
く

な
っ
た
の
か
、
七
夕
祭
に
は
か
な
り
の
ね
ぶ

た
が
出
て
、
大
型
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
一
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て
発
展
し
て
い
っ
た
町
の
性
格
を
象
徴
し
て

い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

大
正
時
代
に
入
る
と
、
大
正
二
年（
１
９

１
３
）の
大
凶
作
の
影
響
や
後
期
の
不
況
に

よ
り
、
経
済
は
少
し
ず
つ
後
退
し
て
い
き
ま

し
た
。
青
森
ね
ぶ
た（
写
真
①
）も
、
こ
の
影

響
を
受
け
、運
行
台
数
が
減
り
、形
も
明
治
期

に
比
べ
、
小
さ
め
に
推
移
し
た
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
し
た
が
、
旧
暦
の
七
月
六
・
七
日

の
盛
り
上
が
り
は
不
景
気
を
吹
き
飛
ば
せ
と

ば
か
り
に
年
々
高
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
三
年
、
洋
画
家
今こ
ん
じ
ゅ
ん
ぞ
う

純
三
が
描
い
た
ス

ケ
ッ
チ
は
昭
和
初
期
の
ね
ぶ
た
を
知
る
上
で

大
変
貴
重
な
資
料
で
す（
図
①
）。
こ
の
図
は

運
行
の
光
景
で
す
が
、
電
線
を
持
ち
上
げ
る

た
め
の
サ
ス
マ
タ
を
持
っ
た
人
、
ね
ぶ
た
の

照
明
が
ろ
う
そ
く
な
の
で
燃
え
た
と
き
に
た

た
い
て
消
火
す
る
た
め
の
サ
サ
ラ
を
持
っ
た

人
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ね

ぶ
た
は
一
人
担
ぎ
で
、
四
方
か
ら
竹
で
支
え

～
・
～
・
～
・
～

　

近
年
、
伝
統
的
な
文
化
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
中
で
、
本
来
の
「
地
域
の
祭
り
」
を
見
直

そ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
ま

た
、
平
成
十
三
年
に
は
、「
青
森
ね
ぶ
た
祭
保

存
伝
承
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
市
民
み
ん
な

で
青
森
ね
ぶ
た
を
正
し
く
継
承
し
て
い
こ
う

と
し
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え

な
が
ら
も「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」は
青
森
の
人
々

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
祭
り
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
祭
り
へ
の
理
解
を
深
め
、
大

い
に
楽
し
み
た
い
も
の
で
す
。

（
市
史
編
さ
ん
室
嘱
託
員　

三
上
洋
子
）

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
食
べ
る
こ
と
が
精
一

杯
の
生
活
の
中
で
、
市
民
は
翌
二
十
一
年
に

は
ね
ぶ
た
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て

二
十
二
年
に
は「
戦
災
復
興
港
祭
り
」、
ま

た
昭
和
二
十
三
年
に
は「
市
制
施
行
五
〇
周

年
港
祭
り
」と
し
て
、
規
模
を
拡
大
し
て
多

彩
な
催
し
物
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き

の
趣
向
と
し
て
最
終
日
の
ナ
ヌ
カ
ビ（
旧
暦

七
月
七
日
）に
ね
ぶ
た
の
海
上
運
行
が
行
わ

れ
、
海
に
浮
か
ぶ
華
麗
な
情
景
は
、
花
火
大

会
と
あ
い
ま
っ
て
、
海
岸
に
集
ま
っ
た
市
民

を
熱
狂
さ
せ
、
最
高
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ

た
と
い
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
三
年
青
森
市
は
市
制

六
〇
周
年
を
迎
え
、
そ
れ
を
契

機
に「
青
森
港
祭
り
」（
写
真
②
）は

「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」と
名
称
を
変
え

ま
し
た
。
写
真
③
は
第
一
回
青
森

ね
ぶ
た
祭
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

　

伝
統
的
民
俗
文
化
財
と
し
て
も

貴
重
で
あ
る
ね
ぶ
た
は
、
昭
和
三

十
八
年
に
は
青
森
市
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、

昭
和
五
十
五
年
に
は
国
の
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

青
森
ね
ぶ
た
祭
は
日
本
を
代
表

す
る
祭
り
と
な
り
、
全
国
の
行
事

に
参
加
し
た
り
、
海
外
遠
征
す
る

な
ど
し
て
絶
賛
を
浴
び
て
い
ま
す
。

観
光
客
も
年
々
増
加
し
て
い
き
、

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

青森タイムトラベル　『青森ねぶた祭の歴史』

写真③　昭和33年の「青森ねぶた祭」プログラム

写真②　青森港祭り（昭和30年）

写真①　大正時代のねぶた

る
人
た
ち
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

ね
ぶ
た
祭
り
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で

は
、
大
々
的
に
行
う
こ
と
は
な
く
、
青
森
市

の
旧
市
街
地
や
周
辺
の
地
域
で
伝
統
的
な
年

中
行
事
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
旧
暦
七
月
上
旬
に
各
運
行
団
体

が
独
自
で
運
行
す
る
期
間
や
コ
ー
ス
を
定
め

て
い
ま
し
た
。
大
型
の
ね
ぶ
た
は
三
日
く
ら

い
か
ら
運
行
し
、
そ
の
前
に
各
町
内
の
子
ど

も
の
小
型
ね
ぶ
た
が
出
て
、
家
々
か
ら
寄
付

金
や
菓
子
な
ど
を
も
ら
っ
て
回
り
ま
し
た
。

　

「
青
森
港
祭
り
」
か
ら

　
　
　

「
青
森
ね
ぶ
た
祭
」
へ

　

青
森
市
は
昭
和
二
十
年
七
月
の
大
空
襲
に

よ
り
潰
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
当
然
ね
ぶ
た

は
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
翌
月
終
戦
を
迎
え
る


