
『新
青
森
市
史

資
料
編
4

近
世

(2
)』

川
名

禎

『
新
青
森
市
史
』
と
名
付
け
ら
れ
た
本
書
に
登
場
す
る
人
々
は
､
近
世
初
期
よ
り

新
天
地
に
夢
を
求
め
て
移
り
住
み
'
幾
多
の
困
難
を
経
て
現
在
の
青
森
市
の
基
礎
を

作

っ
た
人
達
で
あ
る
｡
本
書
は
､
そ
う
し
た
住
民
の
姿
を
生
き
生
き
と
映
し
出
し
て

い
る
O
既
刊
の

『
新
青
森
市
史

資
料
編

3
近
世

(
1
)』
が
､
港
湾
都
市
と
し
て

の
青
森
成
立
か
ら
発
展
を
扱

っ
て
い
る
の
に
対
し
､
本
書
は
近
世
青
森
町
の
持

つ
都

市
と
し
て
の
性
格
や
機
能
､
住
民
生
活
に
関
わ
る
史
料
を
収
録
し
て
い
る
｡
従
前
の

旧

『
市
史
』
資
料
編
で
は
'
日
記
な
ど
の
編
年
史
料
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
が
､

本
書
で
は
近
世
の
青
森
が
持

つ
問
題
点
を
テ
ー

マ
ご
と
に
ま
と
め
て
､
数
多
く
の
史

料
を
収
め
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
両
者
が
異
な
る
手
法
を
取

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
､

青
森
を
研
究
す
る
者
に
と

っ
て
重
厚
な
糧
を
得
た
わ
け
で
あ
り
'
そ
う
し
た
点
か
ら

も
本
書
の
持

つ
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
｡

以
下
各
章
の
構
成
を
示
す
｡

第

一
章

外
浜
か
ら
青
森
町

へ

第

二
即

青
森
町
の
成
立

第

二

節

青
森
御
蔵
と
蔵
米
の
動
向

第
三
節

町
普
請

第

二

章

青
森
町
の
支
配
と
町
方

第

二

即

青
森
勤
番
の
職
掌

第
二
節

青
森
漁
船
勤
番

第
三
節

青
森
町
の
支
配
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第
四
節

文
久
四
年
御
用
留
書

第
三
章

青
森
町
人
の
生
活
と
生
業

第

一
節

問
屋
組
織

第
二
節

諸
職

第

三

節

生
活
の
諸
相

第
四
節

青
森
騒
動

第
四
華

人
と
物

の
出
入

第

一
節

第
二
節

第

三

節

第
四
節

第
五
節

第
五
章

災
害第

二
即

第
二
節

第
三
節

第
六
章

幕
末
の
青
森

第

二

即

第
二
節

幕
府
巡
見
使

取
締

紀
行
文

道
程

陸
上
交
通

開
港
と
青
森
町

幕
末

･
維
新
期
の
青
森

各
章

の
冒
頭
に
は
丁
寧
な
解
説
が
添
え
ら
れ
て
お
り
､
表
な
ど
を
駆
使
し
た
そ
の

内
容
か
ら
は
､
既
に
優
れ
た
通
史
編
の
刊
行
を
予
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
O

本
書
を

構
成
す
る
各
テ
ー

マ
の
設
定
や
史
料

の
配
分
に
は
､
恐
ら
く
相
当
の
苦
労
が
な
さ
れ

た
こ
と
と
拝
察
さ
れ
る
｡
筆
者
に
と

っ
て
は
意
外
に
感
じ
る
部
分
も
あ
る
が
､
史
料

の
割
り
振
り
は
十
分
に
熟
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
､
決
し
て
そ
れ
ら
を
形
式
的
な
区

分
に
と
ど
め
な
い
編
者

の
編
集
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
｡
以
下
､
各
章

の
内
容
を
簡
単
に

紹
介
し
て
印
象
を
述
べ
て
み
た
い
｡

第

一
章
は
'
近
世
初
期
に
弘
前
城
下
の
外
港
と
し
て
新
設
さ
れ
た
青
森
町
の
成
立

と
､
そ
の
主
要
機
能
を
担

っ
た
青
森
御
蔵
､
さ
ら
に
諸
施
設
の
普
請
に
関
わ
る
史
料

で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
青
森
町
の
成
立
で
は
､
新
し
い
港
湾
都
市
を
開
設
す
る
に
あ

た

っ
て
の
各
種
の
優
遇
策
及
び
繁
栄
策
が
藩
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
'

政
治
的
理
由
で
新
設
さ
れ
た
都
市
に
共
通
し
た
性
格
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

都
市

の
性
格
を
特
徴
付
け
る
青
森
御
蔵
と
蔵
米

の
動
向
に

つ
い
て
は
､
蔵
米

の
出

納
や
青
森
御
蔵
の
機
能
を
把
握
す
る
様

々
な
史
料
を
掲
載
し
て
お
り
､
全
体
と
し
て

も
比
重
が
高

い
｡
そ
し
て
都
市

の
建
設
と
い
う
点
か
ら
こ
こ
に
町
普
請
に
関
す
る
史

料
が
収
め
ら
れ
る
が
､
橋
や
堂
社

の
修
復
と
い
っ
た
も
の
が
目
立

つ
｡
そ
の
中
で
町

奉
行
所
の
新
規
取
立
て

(史
料
番
号
以
下
略
二
七
)
や
道
路

の
拡
幅
に
関
す
る
史
料

(二
六
)
は
､
都
市

の
発
達
過
程
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
｡

第
二
章
は
､
青
森
勤
番
の
職
掌
に
関
わ
る
史
料
を
中
心
に
､
町
方

の
概
況
を
示
す

史
料
及
び
藩
に
よ
る
公
的
な
御
用
留
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

勤
番
士
の
具
体

的
な
職
務
を
記
し
た

｢青
森
在
番

の
勤
書
｣
(三
三
)
か
ら
は
'
青
森
町
の
治
安
や

世
情
､
町
奉
行
の
職
務
に
ま
で
幅
広
く
注
意
を
払
う
勤
番
士
の
性
格
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
｡
後
半
部
分
に
は
具
体
的
な
職
務

の
実
例
が
示
さ
れ
て
お
り
､
公
用
日

記
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

第
三
節

の
青
森
町
の
支
配
で
は
'
町
方

の
町
入
用
負
担

の
実
状
と
幕
末
に
お
け
る

青
森
町
の
人

口
及
び
職
業
構
成
が

｢人
別
戸
数
調
方
覚
｣
(三
七
)
な
ど
に
よ

っ
て

示
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
基
本
情
報
に
は
青
森
町
の
概
要
と
し
て
独
立
し
た
章
を
設
け

61



て
頂
き
た
か

っ
た
が
､
恐
ら
く
該
当
史
料
の
点
数
が
そ
れ
を
さ
せ
な
か
っ
た
も
の
と

解
さ
れ
る
｡
解
説
に
は
次
章
の
諸
職
に
先
立

っ
て
職
業

一
覧
の
表
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
O

｢文
久
四
年
御
用
留
書
｣
(三
八
)
は
､
青
森
町
を
知
る
直
接
的
な
史
料
で
は
な

い
が
､
｢藩
庁
日
記
｣
の
原
典
と
考
え
ら
れ
そ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
｡

第
三
章
は
､
住
民
生
活
の
諸
相
を
あ
ら
わ
す
商
業
活
動
や
事
件
な
ど
の
史
料
を
中

心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
第

二
即
で
は
青
森
町
の
経
済
基
盤
を
支
え
た
問
屋
組
織
に

つ
い
て
､
第
二
節
で
は
そ
の
他
の
諸
職
に
つ
い
て
の
史
料
を
掲
載
L
t
第
三
節
で
は
､

青
森
町
に
起
こ
っ
た
様
々
な
日
常
の
出
来
事
を
､
日
記
史
料
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が

で
き
る
｡
惣
名
主
の
願
書

(六
八
､
六
九
)
は
､
青
森
町
の
好
不
況
の
推
移
が
青
森

を
取
り
巻
く
周
辺
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
で

あ
る
｡
常
灯
の
再
建
､
夜
間
の
出
帆
な
ど
そ
れ
ら
に
対
応
す
べ
く
起
こ
っ
た
港
湾
機

能
の
変
化
は
､
住
民
の
生
活
リ
ズ
ム
に
も
影
響
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
｡

第
四
節
の
青
森
騒
動
は
､
収
集
さ
れ
た
多
く
の
史
料
を
事
件
の
経
過
に
沿
っ
て
醍

列
し
､
事
件
の
実
態
に
迫
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
過
程
に
お
い
て
弘
前
藩
の
宝
暦
改

革
と
の
か
か
わ
り
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
が
解
説
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
最
新
の
研

究
成
果
を
踏
ま
え
た
新
知
見
が
通
史
編
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
筈
で
あ
る
｡
従
来
､
氏

衆
の
立
場
か
ら
の
評
価
が
趨
勢
で
あ
っ
た
こ
の
テ
ー

マ
が
多
様
な
広
が
り
を
見
せ
よ

う
と
し
て
い
る
｡

そ
う
し
た
な
か
で
､
世
界
の
限
ら
れ
た
食
料
資
源
を
大
量
に
E貝
い

集
め
て
い
る
現
在
の
日
本
の
立
場
に
つ
い
て
も
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
う
｡

第
四
章
は
､
主
に
交
通
に
関
わ
る
史
料
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
'
史
料
の

内
容
は
多
岐
に
及
ぶ
｡
と
り
わ
け
幕
府
巡
見
使
の
史
料
か
ら
は
交
通
の
み
な
ら
ず
地

誌
を
含
む
多
様
な
情
報
が
導
き
出
さ
れ
る
が
､
巡
見
使

へ
の
問
答
を

マ
ニ
ュ
ア
ル
化

し
た
想
定
問
答
例

(
一
二

一)
は
藩
の
公
式
な
見
解
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
｡

ま

た
､
青
森
に
関
す
る
紀
行
文
か
ら
は
､
船
方
の
見
解
と
実
態
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る

｢東
奥
沿
海
日
詰
｣
(
一
五
六
)
な
ど
､
町
の
実
態
的
側
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
O

道
程
に
関
す
る
史
料
を
集
め
た
第
四
節
は
､
道
帳
を
は
じ
め
と
す
る
青
森
周
辺
の

交
通
路
が
わ
か
る
史
料
を
載
せ
る
が
､
道
程
以
外
の
視
点
か
ら
み
て
も
重
要
な
史
料

が
多
い
｡

つ
ぎ
の
陸
上
交
通
で
は
､
四
国
金
毘
羅
に
ま
で
足
を
運
ぶ
大
旅
行
を
綴

っ

た
道
中
日
記
が
興
味
を
引
く
｡

第
五
章
は
､
史
料
的
に
被
災
の
状
況
が
復
元
し
う
る
九
回
の
災
害

(火
災
､
震
災
､

洪
水
)
に
限
定
し
､
そ
れ
ら
の
関
連
史
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
｡

紙
幅
の
都
合
上
こ
の
地
域
に
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す

｢ヤ
マ
セ
｣
に
よ
る
冷
害
が

扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
が
､
通
史
編
に
お
い
て
触
れ
る
旨
の
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
の
史
料
解
説
に
み
ら
れ
る
詳
細
な
叙
述
は
､
史
料
を
読
む
上

で
非
常
に
参
考
に
な

っ
て
お
り
､
こ
の
章
の
価
値
を
大
い
に
高
め
て
い
る
と
い
え
る
｡

第
六
章
は
､
幕
末

･
維
新
期
に
お
け
る
青
森
町
の
動
向
を
示
す
史
料
を
二
節
に
分

け
て
掲
載
し
て
い
る
｡
第

一
節
で
は
滝
屋
文
書
の
う
ち
旧

『
市
史
』
資
料
編
未
収
録

の
史
料
を
中
心
に
構
成
し
て
お
り
､
当
該
期
に
お
け
る
御
用
達
商
人
の
性
格
や
幕
莱

の
人
口
及
び
職
業
な
ど
の
情
報
が
示
さ
れ
る
｡
第
二
節
は
､
軍
事
的
緊
張
の
も
と
で

変
革
し
っ
つ
あ
る
明
治
初
頭
に
お
け
る
青
森
町
の
状
況
が
窺
わ
れ
る
｡

次
に
付
図
と
し
て
収
録
さ
れ
た

｢青
森
町
絵
図
｣
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
｡
本
書

は
冒
頭
カ
ラ
ー
頁
や
本
文
中
に
多
く
の
絵
図
及
び
ト
レ
ー
ス
図
を
載
せ
て
お
り
､
編

者
の
絵
図
に
対
す
る
高
い
関
心
が
窺
わ
れ
る
が
､
と
り
わ
け
写
真
の
質
が
良
好
で
あ

る
こ
と
'
文
字
の
判
読
を
可
能
に
す
る
た
め
二
枚
に
分
け
て
い
る
こ
と
､
裏
面
に
ト

レ
ー
ス
図
を
載
せ
て
い
る
こ
と
､
箱
に
景
観
年
代
か
ら
推
定
さ
れ
た
作
成
年

(貞
亨
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か
ら
元
禄
初
年
)
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
､
本
編
史
料
の
み
な
ら
ず
絵
図
に
対

し
て
も
十
分
活
用
で
き
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

｢青
森
町
絵
図
｣
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
､
絵
図
は
青
森
町
を
中
心
に
そ

の
境
界
域
ま
で
を
描
い
た
も
の
で
､
周
辺
に
は

｢百
姓
町
｣
の
注
記
も
み
ら
れ
る
｡

絵
図
の
記
載
内
容
は
豊
富
で
多
様
な
主
題
が
考
え
ら
れ
る
が
､
町
の
長
さ
を
記
し
た

注
記
が
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
は
土
地
利
用
表
記

(
｢田
｣
の
文

辛
)
に
か
か
っ
て
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
後
筆
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
｡
絵
図

の
縮
尺
は
凡
そ
三
千
分

一
程
度
で
､
現
在
の
都
市
計
画
図
に
匹
敵
す
る
こ
と
か
ら
公

用
図
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
本
絵
図
か
ら
青
森
町
の
都
市
プ
ラ
ン
を

概
観
す
る
と
､
｢上
中
下
｣
の
町
名
が
示
す
よ
う
に
善
知
鳥
神
社
を
中
心
に
西
方
向

へ

｢タ
テ
マ
チ
型
｣
を
形
成
し
て
お
り
､
用
水
も
こ
れ
に
沿
う
形
で
流
れ
る
｡
東
西

の
対
立
軸
を
設
け
て
見
た
場
合
､
主
要
機
能
の
集
中
す
る
東
側
の
町
と
､
新
規
取
立

に
よ
る
西
側
の
町
に
分
け
ら
れ
､
後
者
は
場
末
的
要
素
を
持
ち
､
水
害
の
影
響
も
受

け
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
本
書
は
豊
富
な
史
料
と
優
れ
た
見
識
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た

良
書
で
あ
り
､
こ
れ
を
も
と
に
多
く
の
研
究
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
使
用

に
あ
た
っ
て
は
､
年
代
別
の
細
目
次
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
有
難
か
っ
た
が
､
で
き
る
限

り
多
く
の
史
料
を
掲
載
し
た
い
と
す
る
編
集
意
図
の
表
れ
か
､
全
く
無
駄
の
な
い
棉

成
に
な

っ
て
い
る
点
は
む
し
ろ
喜
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

恐
ら
く
'
こ
の
後
数
百
年
の
供
用
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
本
書
の
刊
行
を
喜
ぶ
と

共
に
､
関
係
者
の
方
々
の
ご
苦
労
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
｡

(
A
5
判
､
七
九

一
頁
､
青
森
市
､
平
成
十
六
年
十
二
月
刊
､
五
七
〇
〇
円
)

(
か
わ
な

･
た
だ
し

国
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
)
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