
戦
国
期
の
秋
田
県
域
に
は
秋
田
（
安
東
）
・
浅
利
・

小
野
寺
な
ど
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
大
名
と
称
さ
れ
る

氏
族
の
他
、
由
利
衆
（
由
利
十
二
頭
な
ど
）
な
ど
様
々

な
勢
力
が
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

今
回
は
、
現
在
の
南
秋
田
郡
か
ら
山
本
郡
に
か
け
て
勢

力
を
持
っ
た
三
浦
氏
に
つ
い
て
、
秋
田
藩
に
提
出
さ
れ

た
系
図
史
料
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

相
模
国
三
浦
半
島
を
本
貫
地
と
す
る
三
浦
氏
は
桓
武

平
氏
の
流
れ
を
く
む
大
豪
族
で
、
板
東
八
平
氏
の
一
つ

に
も
数
え
ら
れ
る
名
門
で
す
。
源
頼
朝
の
挙
兵
に
早
く

か
ら
参
じ
、
鎌
倉
幕
府
草
創
期
か
ら
の
有
力
御
家
人
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

秋
田
県
域
と
の
つ
な
が
り
は
「
三
浦
家
系
」
（
宝
暦

四
年
、
Ａ
二
八
八
．
二
―
〇
五
一
八
）
に
よ
れ
ば
、
甲

斐
国
山
梨
郡
を
領
し
て
い
た
三
浦
盛
實
と
い
う
人
物

が
、
仕
え
て
い
た
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
が
嘉
吉
元
（
一

四
四
一
）
年
に
討
死
し
た
際
に
出
羽
国
に
下
り
、
秋
田

郡
土
崎
城
主
で
あ
っ
た
安
東
親
繁
の
家
臣
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
足
利
持
氏
が
死
去
し

た
と
さ
れ
る
の
は
永
享
の
乱
が
終
息
し
た
永
享
十
一

（
一
四
三
九
）
年
な
の
で
す
が
、
系
図
は
後
世
に
様
々

な
史
料
や
伝
承
な
ど
を
ま
と
め
て
編
集
さ
れ
る
史
料
な

の
で
、
時
に
は
誤
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
誤
り
が
一
部
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の

史
料
全
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
内
容
に
な
っ
た
の
か
考
え
る
事
も
歴
史
学
の
一
部
だ

戦
国
武
将
の
「
そ
れ
か
ら
」
…
三
浦
氏

郷
士
と
し
て
名
を
残
し
た
氏
族

と
思
い
ま
す
。

さ
て
秋
田
に
下
っ
た
盛
實
の
孫
に
あ
た
る
繁
貞
は
浦

城
（
現
：
八
郎
潟
町
）
の
城
代
と
な
り
、
三
百
町
を
領

し
、
繁
貞
の
子
の
繁
永
も
湊
安
東
氏
に
仕
え
、
岩
城
城

主
新
城
氏
か
ら
妻
を
迎
え
て
い
ま
す
。
繁
永
の
子
、
盛

永
の
時
、
湊
合
戦
で
湊
安
東
氏
の
側
に
立
っ
て
戦
い
ま

し
た
が
敗
れ
、
浦
城
も
落
城
し
て
、
永
禄
八
（
一
五
六

五
）
年
盛
永
は
討
死
し
ま
し
た
。
盛
永
の
後
を
継
い
だ

盛
季
は
桧
山
に
落
ち
延
び
た
後
に
酒
田
に
移
り
、
十
六

歳
で
元
服
し
た
後
に
秋
田
実
季
に
仕
え
、
押
切
城
（
現

：
八
郎
潟
町
）
に
住
し
ま
し
た
。
し
か
し
旧
臣
の
小
和

田
甲
斐
守
の
讒
言
に
よ
り
天
正
十
一
（
一
五
八
三
）
年

に
誅
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
盛
季
の
弟
に
あ
た
る
繁
貞

は
新
城
氏
に
養
育
さ
れ
、
天
正
六
年
に
新
城
氏
が
没
落

し
た
後
は
、
子
孫
は
黒
川
村
（
現
：
秋
田
市
）
に
住
居

し
、
そ
の
後
は
代
々
同
地
に
住
し
た
よ
う
で
す
。

「
平
姓
三
浦
氏
系
図
」
（
嘉
永
元
年
、
Ａ
二
八
八
．

二
―
〇
五
一
九
―
一
）
で
は
、
秋
田
に
移
っ
て
き
た
時

の
人
物
が
秀
憲
と
な
っ
て
い
る
な
ど
人
名
や
内
容
に
つ

い
て
記
述
が
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
盛
永
・
盛

季
に
関
す
る
記
述
は
ほ
ぼ
共
通
し
ま
す
。
た
だ
し
盛
季

の
死
後
に
つ
い
て
は
少
々
追
記
が
あ
り
ま
す
。

小
和
田
父
子
、
五
郎
カ
怨
霊
ノ
為
ニ
殺
サ
ル
、
城
介

ニ
モ
讎
怨
の
霊
甚
ク
、
依
テ
一
日
市
村
ニ
若
宮
権
現
ト

祭
ル三

浦
氏
に
代
わ
っ
て
押
切
城
主
と
な
っ
た
小
和
田
氏

が
五
郎
（
盛
季
）
の
怨
霊
に
よ
っ
て
死
に
至
り
、
秋
田

実
季
に
も
「
讎
怨
の
霊
」
（
「
讎
」
は
讐
の
異
体
字
）
が

甚
だ
し
く
災
い
を
及
ぼ
し
た
の
で
、
一
日
市
村
に
若
宮

権
現
を
祀
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
若
宮
権
現
と
は

八
郎
潟
町
の
一
日
市
神
社
に
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年

に
合
祀
さ
れ
た
若
宮
八
幡
神
社
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
（
「
神
社
明
細
帳
異
動
報
告
」
九
三
〇
一
〇

三
―
〇
二
四
三
七
な
ど
）
。
怨
霊
に
よ
る
祟
り
が
本
当

に
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
旧
領
主
を

悼
む
地
域
の
人
々
が
盛
季
を
祀
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。「

平
姓
三
浦
氏
系
図
」
で
は
盛
宗
の
子
で
あ
る
宗
高

が
小
場
氏
に
従
っ
て
大
坂
冬
の
陣
に
参
加
、
そ
の
三
代

あ
と
の
福
政
が
三
浦
家
伝
来
の
青
江
次
広
作
の
太
刀
を

小
場
氏
に
献
上
し
て
五
石
を
永
代
下
賜
さ
れ
、
新
田
開

発
の
功
に
よ
り
さ
ら
に
十
五
石
を
得
て
い
ま
す
。
福
政

か
ら
さ
ら
に
五
代
あ
と
の
盛
典
は
天
保
五
年
に
窮
民
救

助
の
為
に
金
子
千
両
を
上
納
し
て
「
永
郷
士
」
と
さ
れ
、

百
石
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
郷
士
」
と
は
江
戸
時

代
に
お
い
て
は
一
般
的
に
農
村
に
居
住
す
る
武
士
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
盛
典
は
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年

に
は
調
銭
と
し
て
一
万
二
千
貫
を
上
納
し
、
近
臣
並
に

取
り
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
三
浦
氏
略
系
図

（
「
平
姓
三
浦
氏
系
図
」
を
参
照
し
て
作
成
）

（
浦
城
主
）（
押
切
城
主
）（
黒
川
村
に
住
む
）（
大
坂
冬
の
陣
に
参
戦
）

盛
永

盛
季

盛
宗

宗
高

清
高

宗
安

福
政

忠
顕

詮
芳

盛
典

喜
典

盛
典

盛
則

盛
則
は
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
に
新
田
開
発
の
功

か
ら
二
十
七
石
二
斗
四
升
を
加
増
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
平
姓
三
浦
氏
系
図
」
は
盛
典
の
後
を
継
い
だ
盛
則

が
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
秋
田
藩
に
提
出
し
た
も

の
で
す
が
、
藩
へ
献
上
し
た
金
銭
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、

大
き
な
経
済
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ

は
中
世
以
来
の
地
域
的
な
権
威
に
よ
り
、
郷
士
と
し
て

田
地
を
拡
大
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
郷
士
は
城
下
に
住
ん
だ
藩
士
な
ど
に
比
べ
て
低

い
身
分
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
農
業
や
在

郷
商
人
と
し
て
活
動
す
る
な
ど
し
て
、
富
裕
な
者
も
多

か
っ
た
の
で
す
。

【
煙
山
英
俊
】
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春
が
待
ち
遠
し
い
三
月
、
当
館
の
頒
布
書
籍
、

「
岡
本
元
朝
日
記
」
第
四
巻
が
下
旬
に
刊
行
し

ま
す
。
定
価
四
千
円
、
お
求
め
は
秋
田
活
版
印

刷
ま
で
。
（
〇
一
八
―
八
八
八
―
三
五
〇
〇
）



今
か
ら
二
二
〇
年
ほ
ど
前
に
あ
っ
た
、
御
姫
様
の
離

婚
の
お
話
で
す
。

寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
七
月
二
日
、
北
家
の
当
主

義
躬
の
娘
お
歌
と
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
婚
約
を
し
て
い
た

茂
木
三
郎
の
婚
礼
が
、
嫁
ぎ
先
の
十
二
所
で
行
わ
れ
ま

し
た
。

角
館
で
も
同
じ
日
に
お
祝
を
予
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
あ
い
に
く
表
座
敷
前
の
塀
工
事
で
取
込
ん
で
お
り

延
期
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
別
に
、
婚
礼
が
無
事
に
と

と
の
っ
た
祝
儀
と
し
て
十
二
所
へ
肴
を
贈
り
ま
し
た
。

こ
の
日
よ
り
前
の
四
月
二
九
日
に
結
納
を
済
ま
せ
た

お
歌
は
、
六
月
一
三
日
、
家
族
に
見
送
ら
れ
十
二
所
へ

出
発
し
て
お
り
ま
す
。

七
月
九
日
、
祝
儀
の
肴
を
届
け
た
飛
脚
が
返
書
を
持

ち
帰
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
お
歌
か
ら
の
内
密
の
手

紙
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
「
先
月
二
一
日
、
三

ツ
目
の
祝
い
が
あ
り
、
御
隠
居
の
若
狭
殿
が
酒
乱
で
あ

る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
月
四
日
、
五
日
の

二
夜
に
大
酒
し
た
隠
居
が
、
十
手
で
妾
を
打
ち
怪
我
を

さ
せ
て
し
ま
い
、
私
は
屋
敷
裏
の
山
へ
八
ツ
頃
か
ら
暮

頃
ま
で
逃
げ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は

も
う
一
日
も
こ
こ
に
居
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う

か
私
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
表
向
き
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ

り
、
義
躬
は
、
奥
（
妻
、
お
歌
の
母
）
の
病
が
あ
ま
り

良
く
な
い
こ
と
を
理
由
に
お
歌
と
逢
わ
せ
る
こ
と
に

し
、
息
子
の
又
四
郎
や
家
老
の
同
意
を
得
て
、
お
歌
へ

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

「
北
家
御
日
記
」
か
ら

御
姫
様
の
ス
ピ
ー
ド
離
婚

迎
え
を
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
奥
の
容

態
書
を
添
え
て
す
ぐ
に
十
二
所
へ
伝
え
、
さ
ら
に
息
子

の
八
郎
や
、
娘
の
お
周
へ
も
知
ら
せ
ま
す
。

七
月
一
八
日
、
お
歌
は
角
館
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
離
縁
の
交
渉
が
始
ま
り
ま
す
。
七
月
二
一
日
、

義
躬
と
相
談
を
し
た
又
四
郎
と
八
郎
は
、
家
来
に
次
の

よ
う
に
言
い
聞
か
せ
て
、
十
二
所
へ
遣
わ
し
ま
し
た
。

「
婚
礼
も
滞
り
な
く
済
ん
だ
と
こ
ろ
突
然
に
お
歌
か
ら
、

自
分
は
と
て
も
不
行
届
き
の
性
格
で
、
三
郎
殿
や
若
狭

殿
に
お
仕
え
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ど
う
か
自
分
を

角
館
へ
取
り
戻
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
二
度
も
手
紙

が
来
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
歌
に
意
見
を
加

え
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
病
気
の
母
と
対
面
の
た
め

に
お
歌
が
帰
っ
て
来
た
の
で
、
お
二
人
に
お
仕
え
で
き

な
い
理
由
を
く
わ
し
く
聞
い
た
。
お
歌
は
と
に
か
く
自

分
は
不
行
届
き
、
と
言
う
ば
か
り
。
こ
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
の
で
、
誠
に
不
本
意
で
は
あ
る
が
離
縁
に
な
る

よ
う
に
頼
み
た
い
。
」

最
後
の
行
に
大
酒
乱
の
文
字
が
見
え
ま
す
。

「
北
家
御
日
記
」
寛
政
八
年
七
月

部
分

（
Ａ
Ｋ
二
一
二
―
〇
一
―
五
三
八
）

家
来
に
は
も
う
一
つ
伝
え
た
事
が
あ
り
ま
す
。

「
先
月
二
一
日
の
三
ツ
目
の
祝
い
の
時
、
三
郎
殿
か
ら

お
歌
へ
の
雑
言
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
非
常
に

恐
ろ
し
く
感
じ
た
お
歌
は
、
人
を
通
し
て
お
暇
を
い
た

だ
き
た
い
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
三
郎
殿
の
答
は
、

こ
の
度
は
酒
の
上
の
事
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
禁
酒
は

で
き
な
い
が
飲
み
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。
も
し
ま
た

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
角
館
へ
帰
っ
て
も
良
い

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
月
の
四
日
、
五
日

に
は
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
酔
狂
が
あ
り
、
さ

ら
に
三
郎
殿
は
、
お
歌
は
気
位
が
高
く
こ
ち
ら
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
、
と
た
び
た
び
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
な
ら
ば
尚
の
こ
と
で
す
か
ら
、
是
非
と
も
離
縁
を

し
て
も
ら
う
よ
う
に
交
渉
を
し
て
も
ら
い
た
い
。
十
二

所
の
御
家
来
と
も
よ
く
相
談
を
し
て
、
今
後
の
お
付
き

合
い
に
も
障
り
の
な
い
よ
う
十
分
斟
酌
し
て
扱
う
よ
う

に
。」

家
来
は
こ
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
離
縁
の
話
合
い

を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
十
二
所
と
の
や
り
取
り
が
数
カ

月
続
け
ら
れ
た
後
、
一
〇
月
一
八
日
に
十
二
所
の
使
者

が
お
歌
離
縁
の
書
付
を
持
参
し
、
離
縁
が
決
ま
り
ま
し

た
。お

歌
二
〇
歳
、
束
の
間
の
結
婚
生
活
で
し
た
。

翌
寛
政
九
年
八
月
、
お
歌
は
真
壁
家
に
嫁
ぎ
ま
す
。

夫
の
茂
幹
は
、
後
に
御
相
手
番
を
勤
め
ま
し
た
。

離
縁
の
十
年
後
、
文
化
三
年
八
月
の
日
記
に
「
十
二

所
之
儀
は
妹
不
縁
以
来
文
通
も
不
仕
候
故
」
と
あ
り
ま

す
。

【
藤
田
誠
治
】

*

三
ツ
目
の
祝
い

婚
礼
ま
た
は
誕
生
か
ら
三
日
目
に
当
た
る
日
に
行
う

祝
い
事
。
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