
天
保
国
絵
図
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
に

作
成
が
始
ま
り
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
一
三
枚
に
裁
断

し
た
元
禄
国
絵
図
の
写
を
秋
田
藩
に
渡
し
、
元
禄
期
以

降
の
変
更
箇
所
を
掛
紙
で
修
正
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

江
戸
詰
役
人
と
国
元
と
が
頻
繁
に
交
渉
を
行
っ
て
作
成

し
た
下
絵
図
は
、
江
戸
で
の
内
見
・
内
談
を
経
て
清
書

さ
れ
、
天
保
九
年
三
月
、
幕
府
に
提
出
。
そ
し
て
、
こ

の
絵
図
を
も
と
に
「
天
保
国
絵
図
出
羽
国
秋
田
領
」（
国

立
公
文
書
館
所
蔵
）
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

当
館
に
は
天
保
国
絵
図
と
の
関
わ
り
が
深
い
と
考
え

ら
れ
る
、
裁
断
さ
れ
た
「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
が
三
点

あ
り
ま
す
。
資
料
番
号
県
Ｃ-

四
三
二
と
県
Ｃ-

四
三
三

に
混
在
す
る
二
点
の
う
ち
、
ひ
と
つ
は
小
判
形
を
し
た

村
形
の
一
部
に
赤
黄
白
青
の
色
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
、

村
名
が
書
き
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
以
下
、
Ａ
図
）
。

も
う
一
方
の
絵
図
に
は
村
形
の
色
分
け
が
あ
り
ま
せ
ん

（
以
下
、
Ｂ
図
）
。
も
う
ひ
と
つ
は
県
Ｃ-

四
三
一
の
絵

図
で
（
以
下
、
Ｃ
図
）
、
こ
れ
ら
三
点
の
絵
図
は
非
常

に
似
か
よ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
三
点
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
最
初
に
Ａ
図
が
作

成
さ
れ
、
Ｂ
図
は
Ａ
図
を
、
Ｃ
図
は
Ｂ
図
を
写
し
た
も

の
と
い
う
相
互
関
係
が
み
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
絵
図
の
特
徴
を
紹
介
し
ま
す
。

出
羽
国
七
郡
絵
図
の
魅
力

ま
ず
Ａ
図
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
元
図
は
元
禄
国
絵

図
と
ほ
ぼ
同
じ
記
載
内
容
で
す
が
、
後
に
色
紙
や
掛
紙

な
ど
で
手
を
加
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
元
図
に
「
○

○
新
田
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
村
は
赤
色
紙
が
貼
ら
れ
、

「
新
田
」
の
文
字
を
削
除
し
た
村
名
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
村
名
が
変
わ
っ
た
場
合
は
黄
色
紙
で
修
正

し
て
い
ま
す
。
元
禄
国
絵
図
で
の
「
本
堂
村
」
を
「
本

堂
城
廻
村
」
、
「
堀
田
村
」
を
「
払
田
村
」
と
改
め
て
い

る
の
が
そ
の
例
で
す
。
さ
ら
に
、
村
形
の
上
に
白
色
紙

で
「
四
ツ
小
屋
新
田
村

当
時
目
長
田
村
ニ
纏
」
な
ど
、

村
の
統
合
の
情
報
も
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
国
絵

図
に
は
な
か
っ
た
村
は
青
色
紙
で
追
加
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
広
範
囲
に
わ
た
る
訂
正
に
は
、
大
き
な

掛
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
河
川
の
流
路
が
変
化
し
た

り
、
藩
・
国
境
の
山
々
の
名
称
や
形
を
訂
正
す
る
場
合

な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
Ｂ
図
（
写
真
奥
）
で
す
。
Ｂ
図
は
ま
ず
Ａ
図
を

そ
の
ま
ま
写
し
取
り
、
掛
紙
も
同
じ
場
所
に
貼
ら
れ
て

い
ま
す
。
な
か
に
は
掛
紙
で
隠
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、

元
図
の
記
載
を
省
略
し
た
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
Ａ
図
の

白
色
紙
の
村
形
と
そ
の
中
の
記
述
は
掛
紙
で
隠
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
藩
境
な
ど
、
作
成
後
手
直
し
を
し
た

箇
所
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
Ｃ
図
（
写
真
手
前
）
で
す
。
Ｃ
図
は
Ｂ
図
を

そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
ま
す
が
、
掛
紙
は
あ
り
ま
せ

ん
。
Ｂ
図
の
掛
紙
に
該
当
す
る
部
分
が
直
接
絵
図
に
描

か
れ
、
掛
紙
の
範
囲
は
黒
線
で
囲
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
当
館

所
蔵
の
「
出
羽
国
七

郡
絵
図
」
三
点
の
作

成
過
程
に
つ
い
て
考

察
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
調
べ
る
う
ち
に

い
く
つ
も
の
疑
問
が

わ
い
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
幕
府
か

ら
渡
さ
れ
た
元
禄
国

絵
図
写
と
Ａ
図
と
の

関
係
、
Ａ
図
に
色
紙

を
使
っ
て
訂
正
を
加

え
た
目
的
や
時
期
、

完
成
し
江
戸
に
送
ら

れ
た
下
絵
図
と
Ｂ
図

と
の
関
係
等
々
…
。

「
出
羽
国
七
郡
絵
図
」
三
点
は
非
常
に
魅
力
的
な
資
料

で
あ
る
一
方
、
こ
の
絵
図
の
調
査
・
研
究
は
こ
れ
か
ら

も
続
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

＊

＊

＊

今
年
度
、
絵
図
モ
ニ
タ
ー
に
新
し
い
絵
図
デ
ー
タ
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
紹
介
し
た
「
出
羽
国
七
郡
絵

図
」
（
県
Ｃ-

四
三
二
）
の
ほ
か
、
「
六
郡
絵
図
」
（
県
Ｃ

-

一
四
五
）
、「
出
羽
七
郡
絵
図
」（
県
Ｃ-

一
七
二
）
、「
秋

田
領
絵
図
」
（
県
Ｃ-

一
四
七
）
の
計
四
点
で
す
。
こ
れ

ら
の
絵
図
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
幕
府
の
国
絵
図
作
成
に

関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
型
の
た
め

原
本
の
閲
覧
は
困
難
で
し
た
。
ぜ
ひ
モ
ニ
タ
ー
で
自
由

に
拡
大
・
回
転
さ
せ
な
が
ら
、
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る

内
容
を
細
か
い
部
分
ま
で
読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

【
太
田
研
】
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か
ら
２
階
特
別
展
示
室
及
び
閲
覧
室

で
「
春
の
小
さ
な
鉄
道
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
懐
か

し
の
鉄
道
グ
ッ
ズ
や
写
真
に
加
え
、
秋
田
の
鉄
道
敷
設

に
関
わ
る
当
館
資
料
も
展
示
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！



秋
田
藩
八
代
藩
主
義
敦
の
人
物
像
は
な
か
な
か
掴
み

に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
通
説
で
は
痞
（
つ
か
え
）

や
痔
疾
な
ど
病
い
が
ち
で
、
在
府
中
の
柳
営
（
幕
府
）

へ
の
欠
勤
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
気
む
ず

か
し
く
家
臣
の
不
注
意
を
厳
し
く
叱
責
し
た
と
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
家
老
の
激
し
い
任
免
・
交
替
か

ら
も
、
そ
れ
が
窺
え
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
に
お
い

て
小
田
野
直
武
の
画
才
を

認
め
、
蘭
画
を
習
得
さ
せ
、

自
ら
も
「
湖
山
風
景
図
」（
写

真
参
照
）
の
作
品
を
残
す

な
ど
、
文
化
面
で
は
優
れ

た
素
養
を
示
し
ま
し
た
。

学
問
に
お
い
て
も
儒
学
者

中
山
菁
莪
の
講
義
を
聴
き
、

世
子
次
郎
（
後
の
九
代
藩

主
義
和
）
の
教
育
に
も
意

を
用
い
ま
し
た
。

た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
言

動
だ
け
か
ら
義
敦
の
藩
主

と
し
て
の
力
量
を
評
価
す

る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
原
点
に
戻
っ
て
、「
源
通
（
義
敦
）

公
紀
」
（
大
正
版
『
秋
田
県
史
』
所
収
）
の
末
尾
に
記

さ
れ
た
逸
事
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
当

時
の
評
価
を
確
か
め
た
う
え
で
、
義
敦
の
性
格
を
そ
の

言
動
か
ら
見
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

佐
竹
義
敦
の
逸
事
を
め
ぐ
っ
て

義
敦
の
藩
主
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
は
宝
暦
八
年
（
一

七
五
八
）
五
月
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
当
時
十
一
歳
と

幼
く
、
実
際
の
政
務
は
壱
岐
家
を
は
じ
め
と
す
る
一
門

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
逸
事
に
掲
げ
ら
れ

た
藩
主
と
し
て
の
最
初
の
事
蹟
は
、
明
和
二
年
（
一
七

六
五
）
五
月
、
初
め
て
秋
田
に
入
部
し
た
際
の
言
動
で

あ
り
ま
す
。
当
時
十
八
歳
に
達
し
て
い
た
義
敦
と
の
対

面
に
あ
た
っ
て
、
家
老
ら
は
若
い
藩
主
に
国
政
の
要
綱

を
説
明
し
て
も
仕
方
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

四
、
五
項
目
の
伺
い
を
立
て
済
ま
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、

義
敦
は
「
か
か
る
未
熟
の
評
議
は
す
る

に
か
、
政
治
缺
失
は
か
り
そ
め
の
事
も
、

下
に
及
び
て
そ
の
害
だ
い
な
る
事
も
あ

る
ぞ
か
し
、
汝
等
は
重
任
な
れ
ば
こ
の

後
は
よ
く
心
を
つ
く
し
て
、
等
閑
の
評

議
な
か
ら
ん
や
う
に
」
と
声
高
に
戒
め

た
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
た
め
に
、

家
老
ら
は
大
い
に
恐
縮
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

逸
事
の
二
つ
目
は
、
年
月
は
不
明
な

が
ら
、
義
敦
が
お
出
し
御
や
ぐ
ら
に
登

っ
た
さ
い
の
言
葉
で
す
。
「
見
わ
た
す

限
り
は
み
な
わ
が
領
地
な
り
、
い
か
な

る
施
し
を
か
せ
ん
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、

御
納
戸
役
の
一
人
が
「
ご
領
地
の
事
に

て
あ
れ
ば
御
心
の
ま
ま
に
せ
さ
せ
給
ふ

べ
き
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
義
敦
は
そ
の
者
に
印
籠
を
渡
し
、
も
し
お
前
が

そ
れ
を
損
じ
た
ら
、
そ
れ
は
汝
の
罪
で
あ
る
。
同
様
に
、

「
我
等
が
領
地
な
り
と
も
、
政
治
の
あ
し
き
は
、
我
等

が
身
の
う
へ
の
罪
の
が
れ
が
た
し
」
と
諭
し
ま
し
た
。

こ
の
二
つ
の
逸
事
は
多
分
に
藩
主
の
徳
と
政
治
へ
の

「湖山風景図」佐竹曙山筆（秋田市立千秋美術館蔵）

※「図説秋田の歴史」（平成 17年、秋田市）より転載

熱
意
を
賞
賛
し
て
い
る
か
に
見
え
、
か
な
り
割
り
引
く

必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
次
の
二
つ

の
資
料
を
見
る
と
、
義
敦
が
き
わ
め
て
優
れ
た
政
治
的

決
断
力
の
あ
る
藩
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
ず
、
「
義
敦
公
譜
」
（
Ａ
Ｓ
二
八
八-

一-

二
五
）
に

よ
れ
ば
、
明
和
元
年
十
月
二
十
一
日
江
戸
屋
敷
に
お
い

て
、
諸
老
群
臣
に
懇
諭
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
要

は
「
家
老
ら
に
国
務
を
任
せ
て
き
た
が
、
自
分
も
幼
年

な
が
ら
藩
の
財
政
難
は
見
て
き
て
い
る
。
こ
の
際
こ
れ

ま
で
の
一
時
凌
ぎ
や
旧
例
を
無
視
し
た
や
り
方
は
、
藩

の
綱
紀
を
乱
し
家
名
の
恥
辱
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

こ
で
藩
を
挙
げ
て
努
力
を
重
ね
、
列
祖
の
遺
徳
、
先
考

の
遺
志
を
継
い
で
藩
の
再
建
に
努
力
し
た
い
」
と
い
う

決
意
で
し
た
。
こ
れ
は
前
代
の
宝
暦
銀
札
事
件
の
世
情

混
乱
の
反
省
を
込
め
て
の
決
意
と
見
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
閏
七
月
の
久
保

田
城
焼
失
か
ら
二
年
後
の
安
永
九
年
十
二
月
と
推
定
さ

れ
る
家
老
宛
の
書
状
（
真
崎
文
庫
Ｍ
一
〇
六
九
）
が
あ

り
ま
す
。
翌
年
の
下
国
を
控
え
、「
納
戸
奥
向
等
物
嗜
、

或
ハ
座
敷
向
、
廬
之
障
子
、
古
を
用
ひ
座
等
之
拵
を
始

メ
台
所
向
等
格
別
に
吟
味
相
遂
、
省
略
可
致
」
と
指
令

し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
再
築
さ
れ
た
城
中
の
建
具
・
諸

道
具
な
ど
出
来
る
だ
け
簡
素
に
せ
よ
と
の
姿
勢
が
読
み

取
れ
ま
す
。
以
上
、
義
敦
は
財
政
の
逼
迫
を
身
を
も
っ

て
感
じ
、
支
出
削
減
を
実
行
に
移
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
他
、
時
節
毎
に
頻
繁
に
倹
約
の
法
令
を
発
し
て

い
き
ま
す
。
背
景
に
は
藩
を
揺
る
が
し
た
銀
札
事
件
・

阿
仁
銅
山
召
し
上
げ
問
題
、
加
え
て
度
重
な
る
凶
作
と

火
災
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

し
て
義
敦
の
後
半
生
は
様
々
な
試
練
の
中
で
強
い
決
断

力
が
養
わ
れ
、
病
弱
ゆ
え
の
欠
点
は
治
世
の
弊
害
と
は

な
ら
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。【
加
藤
民
夫
】
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