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た
国
際
貿
易
の
拠
点
と
な
る
こ
と
に
求
め
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
核
と
な
る
の
が
ウ
ラ

ジ
オ
ス
ト
ク
と
の
貿
易
で
あ
る
と
主
張
し
ま

す
。
そ
こ
で
『
沿
革
史
』
は
「
港
町
青
森
」

の
歴
史
と
し
て
筆
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、
こ
の
序
文
が
書
か
れ
た
直
後
の
明

治
39
年
４
月
１
日
に
、
青
森
港
は
貿
易
港

（
特
別
輸
出
港
）
に
指
定
さ
れ
ま
す
。
青
森

港
が
貿
易
港
を
目
指
す
べ
き
と
い
う
認
識
は
、

す
で
に
明
治
20
年
代
中
頃
に
は
あ
っ
た
の
で
、

葛
西
が
序
文
で
記
し
た
よ
う
な
認
識
は
、
当

時
の
青
森
市
（
町
）
の
多
く
の
人
々
と
共
有

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

う
し
た
時
代
が
醸か
も
し
出
す
空
気
を
下
敷
き
に

編
ま
れ
た
の
が
『
沿
革
史
』
だ
っ
た
の
で
す
。

　

戦
後
に
編
ま
れ
た

『
青
森
市
史
』

　
『
沿
革
史
』
か
ら
30
年
以
上
を
経
た
昭
和

27
年
（
一
九
五
二
）、『
青
森
市
史
』
の
編
さ

ん
が
始
ま
り
ま
し
た
。
実
は
、
昭
和
25
年
の

市
議
会
の
会
議
録
に
よ
れ
ば
、
昭
和
23
年
の

　

最
初
の
市
史

『
青
森
市
沿
革
史
』

　
『
新
青
森
市
史
』
の
刊
行
は
、
昨
年
３
月

を
も
っ
て
完
結
し
ま
し
た
。
本
市
に
お
け
る

市
史
の
編
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か

行
っ
て
お
り
、
そ
の
最
初
は
明
治
42
年
（
一

九
〇
九
）
刊
行
の
『
青
森
市
沿
革
史
』（
以

下
、『
沿
革
史
』
と
略
記
）
に
な
り
ま
す
。

　
『
沿
革
史
』
の
著
者
は
市
役
所
に
置
か
れ

た
「
市
史
編
纂さ
ん

係
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

編
者
は
序
文
を
執
筆
し
た
葛か
さ
い
お
と
や

西
音
弥
で
す
。

彼
は
元
弘
前
藩
士
で
、
藩
校
稽け
い
こ
か
ん

古
館
の
教
師

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
４
年
９

月
、
正
覚
寺
に
国
学
・
漢
字
・
英
語
等
を
教

え
る
四
教
塾
を
開
く
な
ど
、
教
育
現
場
に
身

を
置
い
た
人
物
で
す
。

　

さ
て
、『
沿
革
史
』
は
青
森
市
の
出
発
を

藩
政
時
代
の
「
青
森
開
港
」
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
理
由
・
背
景
は
葛
西
が
明
治
39
年
３
月

に
し
た
た
め
た
『
沿
革
史
』
の
序
文
か
ら
う

か
が
え
ま
す
。
彼
は
、
日
露
戦
争
後
の
日
本

に
お
け
る
青
森
市
の
位
置
付
け
を
、「
東
北

第
一
の
良
港
」
で
あ
る
青
森
港
を
中
心
と
し

市
制
50
周
年
記
念
と
し
て
戦
災
前
か
ら
市
史

の
編
さ
ん
に
着
手
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

担
当
者
が
亡
く
な
る
な
ど
完
成
に
は
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
27
年
、
戦
災

か
ら
の
復
興
を
機
会
と
し
て
市
史
の
編
さ
ん

が
計
画
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
間
に
、
戦

災
か
ら
５
か
年
の
本
市
の
歩
み
を
、
青
森
市

政
調
査
会
が
『
青
森
市
戦
災
復
興
史
』
と
い

う
一
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
に
編
集
委
員
で
あ
っ
た
肴
さ
か
な
く
ら
や
は
ち

倉
弥
八

は
、
編
さ
ん
開
始
か
ら
15
年
が
経
っ
た
昭
和

43
年
２
月
１
日
付
『
東
奥
日
報
』
紙
（
夕
刊
）

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
市
史
編
さ
ん
の
き
っ
か
け
は
、

長
島
小
学
校
の
創
立
80
周
年
の
記
念
誌
の
編

さ
ん
に
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
長
島
小
学
校

の
校
長
が
肴
倉
に
、
あ
り
き
た
り
の
学
校
史

で
は
な
く
「
青
森
市
教
育
史
」
に
し
た
い
と

相
談
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
肴
倉
が
こ
の
話

を
横
山
實
市
長
に
し
た
と
こ
ろ
「
い
や
、
そ

の
よ
う
な
事
業
な
ら
市
で
や
る
べ
き
だ
」
と

な
っ
た
の
が
事
の
始
ま
り
だ
と
い
い
ま
す
。

昭
和
29
年
に
刊
行
と
な
っ
た
『
青
森
市
史
』

市
史
編
さ
ん
の
歩
み
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青森タイムトラベル ― 市史編さんの歩み

昭和47年の新町通り 

昭和30年頃の柳町ロータリー取り壊し前日（平成元年5月2日）の古川駅前商店街

第
一
巻
が
教
育
編
だ
っ
た
の
に
は
、
こ
う
し

た
背
景
が
あ
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
長
島
小

学
校
で
は
創
立
80
周
年
の
記
念
誌
を
作
成
し
、

巻
頭
で
は
卒
業
生
で
も
あ
る
板
画
家
棟
方
志

功
が
寄
稿
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
昭
和
49
年
ま
で
22
年
の
歳
月

を
か
け
て
本
編
11
巻
、
別
冊
３
巻
、『
目
で

見
る
青
森
の
歴
史
』
の
計
15
巻
を
発
刊
し
て
、

こ
の
時
の
市
史
編
さ
ん
は
終
了
し
ま
し
た
。

肴
倉
は
最
終
巻
の
「
あ
と
が
き
」
の
最
後
に

「
心
残
り
の
こ
と
は
青
森
市
の
古
代
編
、
考

古
編
を
編
述
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
」
と

記
し
て
い
ま
す
。

　

肴
倉
の
思
い
は
『
新
青
森
市
史
』
編
さ
ん

事
業
に
引
き
継
が
れ
、
平
成
18
年
（
二
〇
〇

六
）
発
刊
の
『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
１
考

古
の
冒
頭
で
編
集
委
員
長
の
村
む
ら
こ
し
き
よ
し

越
潔
は
、
肴

倉
の
思
い
に
触
れ
「
氏
に
代
わ
っ
て
肩
の
荷

を
降
ろ
し
た
こ
と
を
市
民
と
と
も
に
喜
び
た

い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

『
新
青
森
市
史
』『
浪
岡
町
史
』

そ
し
て
「
歴
史
資
料
室
」
へ

　

そ
の
後
、
平
成
元
年
に
市
制
90
周
年
を
記

念
し
て
『
青
森
市
の
歴
史
―
永
劫
の
時
に
思

い
を
は
せ
て
―
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
小
学
校
高
学
年
以
上
の
副
読
本
的
役

割
を
期
待
し
て
編
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
市
制
100
周
年
の
事
業
と
し
て
平

成
８
年
度
か
ら
市
史
編
さ
ん
事
業
が
開
始
と

な
り
、
平
成
25
年
度
に
『
新
青
森
市
史
』
の

最
終
巻
が
刊
行
さ
れ
全
16
巻
が
完
結
し
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
間
、
平
成
17
年
に
青
森
市

と
浪
岡
町
と
が
合
併
し
て
新
青
森
市
が
誕
生

し
ま
す
。
浪
岡
町
で
は
平
成
７
年
度
か
ら
町

史
の
編
さ
ん
が
始
ま
り
、
平
成
16
年
度
ま
で

に
『
浪
岡
町
史
』
全
６
巻
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、「
平
成
の
市
史
編
さ
ん
」
は

終
了
し
ま
し
た
が
、
市
史
編
さ
ん
の
目
的
は

地
域
の
歴
史
を
「
市
民
共
有
の
財
産
」
と
し

て
伝
え
残
す
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
収
集
し
た

資
料
も
「
市
及
び
市
民
の
共
有
財
産
と
し
て

永
く
後
世
に
伝
え
る
よ
う
配
慮
す
る
」
と
青

森
市
史
編
さ
ん
大
綱
に
、
う
た
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
、

今
年
度
か
ら
市
史
編
さ
ん
室
は
「
市
民
図
書

館
歴
史
資
料
室
」
と
し
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、『
新
青
森
市
史
』『
浪
岡
町

史
』
の
成
果
を
活
用
し
、
皆
さ
ん
に
本
市
の

歴
史
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
活
動
は

も
ち
ろ
ん
、
問
合
せ
の
窓
口
も
担
い
ま
す
。

　

ま
た
、
19
年
も
の
長
期
に
わ
た
っ
て
収
集

し
た
膨
大
な
資
料
に
つ
い
て
も
、
準
備
が
整

い
次
第
、
公
開
可
能
な
も
の
か
ら
順
次
公
開

し
て
い
く
予
定
で
す
。
本
市
の
歴
史
と
市
民

の
皆
さ
ん
を
つ
な
ぐ
「
歴
史
資
料
室
」
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　

（
敬
称
略
）

（
歴
史
資
料
室
長　

工
藤
大
輔
）
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