


わ
た
く
し
が
、
秋
田
県
庁
文
書
を
歴

史
研
究
に
利
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
昭
和
三
十
五
年

（
一
九
六
〇
）
ご
ろ

か
ら
で
、
当
時
は

『秋
田
の
地
主
制
研

究
』
の
テ
ー
マ
を
抱
え
、
そ
の
関
係
資

料
を
求
め
て
、
県
庁
地
下
書
庫
に
入
り

込
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
秋
田
県
庁
書
庫
は
、
所
蔵

文
書
の
豊
富
な
こ
と
で
、　
一
部
の
人
々

に
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
入

っ

て
み
て
驚
い
た
。
木
製
の
書
棚
に
は
ど

の
段
に
も
明
治
、
大
正
、
昭
和
前
期
の

行
政
文
書
が
ぎ

っ
し
り
で
、
宝
の
山
に

入

っ
た
よ
う
な
感
じ
に
打
た
れ
た
。

昭
和
三
十
八
年
か
ら
四
十
年
ま
で
は

秋
田
県
史
の
執
筆
に
参
加
し
た
が
、
そ

の
折
り
に
は
い
っ
そ
う
県
庁
文
書

（書

庫
）
の
あ
り
が
た
さ
を
体
験
し
た
。
と

い
う
の
は
市
内
の
中
学
校
に
勤
め
て
い

た
私
に
と

っ
て
、
県
庁
文
書
を
い
つ
で

も
閲
覧
す
る
こ
と
は
時
間
的
に
無
理
で

あ

っ
た
の
で
、
特
に
お
願
い
し
て
文
書

の
館
外
貸
出
を
認
め
て
も
ら

っ
た
の
で

あ
る
。
お
か
げ
で
、
毎
週

一
度
風
呂
敷

を
も

っ
て
書
庫
を
訪
ね
、
文
書
を
家
に

運
ん
で
は
読
み
ふ
け
る
生
活
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
体
験
の
な
か
で
、
秋
田
県

庁
書
庫
に
は
明
治
初
年
の
腐
米
改
良
か

ら
乾
田
馬
耕
、
大
正
期
の
小
作
慣
行
調

査
、
昭
和
初
期
の
小
作
争
議
史
料
な
ど

が
、
い
か
に
豊
富
で
あ
る
か
を
痛
い
ほ

ど
知
り
、
秋
田
の
近
代
史
研
究
に
は
欠

か
せ
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
史
料
は
い
か
に
豊
富
で
も

そ
れ
だ
け
で
は
生
き
て
こ
な
い
。
問
題

は
、
史
料
に
切
り
込
ん
で
ゆ
く
テ
ー
マ

を
い
か
に
持

つ
か
で
あ
る
。
テ
ー
マ
を

も

っ
て
情
熱
的
に
迫
る
と
き
、
史
料
は

私
た
ち
に
そ
の
道
を
開
い
て
く
れ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
時
学
ん
だ
。

◇

県
庁
書
庫
が
画
期
的
に
変
化
し
た
の

は
昭
和
五
十
九
年
で
あ
る
。
事
務
室
面

積
が
拡
大
さ
れ
、
内
履
の
フ
ロ
ア
、
閲

覧
机
の
設
置
、
外
気
の
強
制
取
り
入
れ

と
排
気
用
の
ダ
ク
ト
に
よ
り
換
気
が
向

上
し
、
カ
ビ
く
さ
さ
で
喉
が
大
変
だ

っ

た
環
境
が
大
改
善
さ
れ
、
利
用
者
に
は

大
助
か
り
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
、
県
自

身
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
公
文
書
館

開
館
に
さ
き
が
け
て
の
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
向
上
策
で
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
電
動
書
架
に
替
わ

っ
た
機
会

に
、
戦
前
文
書
の
配
列
が
、
以
前
の
年

次
別
か
ら
項
目
別
に
変
え
ら
れ
た
。
既

に
年
次
別
の
史
料
ノ
ー
ト
を
作

っ
て
そ

れ
を
頼
り
に
文
書
を
利
用
し
て
き
た
私

に
は
、
こ
の
方
向
転
換
に
は
戸
惑
う
こ

と
も
あ

っ
た
。
利
用
者
が
書
庫
に
立
ち

入
ら
せ
て
も
ら

っ
て
検
索
す
る
わ
け
に

も
い
か
な
く
な

っ
た
公
文
書
館

で
は
、

こ
の
種
の
問
題
は
発
生
し
よ
う
も
な
い

が
、
近
い
将
来
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
検
索

も
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
欲
し
い
。

一
般
目
録
の
外
に
、
簿
冊
毎
の
個
別

件
名
目
録
作
成
も
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ

は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
た
。
県

庁
文
書
の
効
率
的
利
用
の
た
め
、
今
後

ぜ
ひ
再
開
し
て
ほ
し
い
点
で
あ
る
。

近
年
県
内
市
町
村
史
の
編
さ
ん
が
進

み
、
そ
の
方
面
か
ら
の
利
用
者
も
多
く

な

っ
て
き
た
。
県
庁
文
書
に
不
慣
れ
な

関
係
者
が
、
限
ら
れ
た
利
用
時
間
に
関

係
史
料
が
見

つ
か
る
よ
う
、
公
文
書
館

員
は
館
内
文
書
の
内
容
所
在
に
つ
い
て

よ
く
勉
強
し
、　
一
層
サ
ー
ビ
ス
に
努
め

て
ほ
し
い
。

そ
れ
に
県
外
の
大
学
、
研
究
機
関
か

ら
の
来
訪
者
も
ふ
え
て
き
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
人
び
と
は
他
府
県
の
所
蔵
文
書

に
も
通
じ
て
い
る
人
々
な
の
で
、
そ
の

意
見
を
よ
く
聞
き
、
運
営
に
生
か
す
こ

と
も
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
。

約
二
十
年
間
県
庁
文
書
の
ご
厄
介
に

な

っ
た
者
と
し
て
思
い
出
を
述
べ
た
が
、

県
公
文
書
館
の
充
実
、
発
展
を
願

っ
て

や
ま
な
い
。

余
学
）
秋
田
和
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校
理
事
長
）

県
庁
文
書
の
思
い
出

公文書館閲覧室にて



鬱
文
書
の
機
能
　
人
は
身
振
り
や
言
葉
、

文
書
な
ど
を
用
い
て
意
思
を
表
示
し
ま

す
が
、
こ
の
う
ち
、
最
も
確
実
で
永
続

性
の
あ
る
方
法
は

「文
書
」
で
す
。
こ

れ
は
、
文
書
が
機
能
的
に
み
て
次
の
よ

う
な
特
性
を
も

つ
か
ら
で
す
。

第

一
に
広
範
囲
か

つ
長
期
的
継
続
し

て
伝
達
で
き
る

「伝
達
性
」
を
も

つ
こ

と
。
第
二
に
意
思
が
受
け
手
の
主
観
に

よ
り
左
右
さ
れ
ず
に
受
け
取
ら
れ
る

「普
遍
性
」
を
も
ち
、
第
二
に
表
示
し

た
内
容
を
確
実
に
伝
え
る

「
確
実
性
」

を
も

つ
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
文
書
は

「保
存
性
」
に
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
。
表

示
さ
れ
た
意
思
は
、
そ
の
文
書
が
あ
る

限
り
長
く
維
持
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
、

将
来
証
拠
と
し
て
の
価
値
を
も
ち
ま
す
。

⑬
文
書
の
性
格
　
文
書
は
紙
に
文
字
を

書
い
た
も
の
だ
け
に
限
ら
ず
、
図
面
や

地
図
、
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
、
テ
ー
プ
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
う
ち
雑
誌
や
図
書
、
Ｃ
Ｄ
、
ビ
デ
オ

な
ど
の
出
版
物
や
作
品
は
、
書
き
手
や

作
り
手
が
基
に
な
る
記
録
や
情
報
を
加

工
し
て
生
産
し
た
二
次
的
な
生
産
物
で

あ
り
、
し
か
も
不
特
定
多
数
の
人
を
対

象
と
し
て
大
量
に
作
成
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
や
組
織
体
が

自
己
の
必
要
の
た
め
作
成
し
た
、
或
い

は
自
己
の
活
動
の
結
果
生
じ
た
ナ
マ
の

文
書
記
録
が
あ
り
ま
す
。

秋
田
県
と
い
う
組
織
体
も
職
務
に
関

し
膨
大
な
文
書
を
作
成
し
ま
た
取
得
し

ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
す
な
わ
ち
県
の

公
文
書
は
、
県
が
施
策
を
立
案
し
事
業

を
遂
行
す
る
過
程
で
、
或
い
は
そ
の
結

果
発
生
し
た
、
い
わ
ば
県
の
行
政
活
動

の
す
べ
て
を
示
す
ナ
マ
の
文
書
記
録
で

あ
る
と
言
え
ま
す
。
し
か
も
公
文
書
は
、

稟
議
と
い
う
決
裁
形
式
を
と
る
た
め
そ

の
も
の

一
点
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。

◇

県
は
県
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
さ

ま
ざ
ま
な
行
政
需
要
に
応
じ
た
施
策
を

実
行
し
ま
す
。
施
策
の
立
案
に
当
た

っ

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
効
果
を
明

ら
か
に
し
、
現
在
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
情

勢
を
検
討
し
、
ま
た
自
ら
試
験
研
究
し

た
結
果
な
ど
か
ら
最
善
の
方
策
が
選
択

さ
れ
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。
事

業
の
結
果
は
県
民
の
社
会
的
評
価
を
受

け
て
次
の
施
策
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
県
の
公
文
書
に
は
、

変
わ
り
行
く
県
土
の
様
子
や
記
念
と
な

る
事
業
、
事
件
な
ど
そ
の
時
代
、
そ
の

社
会
の
秋
田
県
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
た
め
公
文
書
は
、
行
政
上
の
目
的

で
必
要
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
将

来
の
人
び
と
が
過
去
を
振
り
返
り
歴
史

を
検
証
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
な
も

の
を
生
み
出
す
た
め
の
資
料
と
し
て
も

利
用
で
き
る
、
い
わ
ば
県
民
す
べ
て
の

公
的
記
録
遺
産
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
資
料
と
し
て
重
要

な
公
文
書
も
、
県
が
組
織
的
に
保
存
す

る
手
立
て
を
講
じ
な
い
限
り
消
滅
し
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
強
く
認
識

し
て
県
で
は
、
ほ
ぼ
行
政
上
の
役
割
を

終
え
た
公
文
書
も
、
す
ぐ
に
処
分
す
る

の
で
は
な
く
、
す
べ
て
公
文
書
館
に
引

き
継
ぎ
保
存
す
る
と
い
う
制
度
を
整
え

ま
し
た
。

◇

公
文
書
課
の
仕
事
は
、
以
上
の
よ
う

な
観
点
に
立
ち
、
明
治
四
年
廃
藩
置
県

以
後
の
県
の
公
文
書
を
整
理
、
保
存
す

る
こ
と
と
、
相
当
の
年
数
が
経
過
し
た

の
ち
、
個
人
情
報
を
含
む
も
の
な
ど
公

開
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い
か
ど
う
か

を
検
討
し
た
う
え
で
、
閲
覧
に
供
し
て

い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
現
代
の
公
文
書
も
将
来
、

県
民
の
方
々
の
調
査
研
究
や
新
し
い
行

政
施
策
の
立
案
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

（公
文
書
課
長
）

文書目録を作成

中性紙箱に入れて保存



古
文
書
課
は
、
原
則
と
し
て
明
治
四

年
の
廃
藩
置
県
以
前
の
公
文
書
に
準
ず

る
史
料
と
県
内
三
十
余
家
の
私
家
文
書

（地
方
文
書
）
併
せ
て
五
万
点
の
史
料

を
扱
い
、
そ
の
任
務
は
大
別
し
て
的
確

な
整
理

・
保
存
と
よ
り
良
い
利
用

・
普

及
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◇

○
整
理

・
保
存
　
当
課
で
扱
う
史
料
は

か

つ
て
図
書
館
、
博
物
館
、
県
庁
の
三

箇
所
で
保
存
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ

ら
は
文
書
群
ご
と
に

一
定
の
名
称
を
付

さ
れ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
公
文
書
館

と
し
て
全
体
の
系
統
的
整
理
は
こ
れ
か

いら
で
す
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
県
民
に
分
か
り
や

す
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、

検
索
に
便
利
な
新
し
い
総
合
目
録
の
作

成
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
に
な

っ
て
お
り

ま
す
。
そ
こ
で
本
年
度
か
ら
、
職
員
が

史
料
を

一
点
ず

つ
点
検
し
な
が
ら
、
そ

の
デ
ー
タ
を
根
気
よ
く
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

ヘ
入
力
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。

`
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こ
れ
が
完
成
し
ま
す
と
、
関
連
史
料

を
系
統
的
に
拾
い
出
す
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
十
分
納
得
で
き
る
利
用
が
実
現

す
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
史
料
保
存
の
仕
事
に
は
、
従

来
糊
付
け
し
た
台
紙
や
保
護
に
使

っ
た

ボ
ー
ル
紙
の
影
響
で
酸
化
の
著
し
い
文

書
、
虫
喰
い
や
カ
ビ
に
よ
る
劣
化
が
進

行
中
の
文
書
を
調
べ
、
優
先
順
位
を

つ

け
て
修
復
に
出
す
作
業
が
あ
り
ま
す
。

修
復
は
従
来
の
裏
打
ち
方
式
を

一
切
や

め
、
東
京
周
辺
で
行
わ
れ
始
め
て
い
る

リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
法
中
心
の
方

式
に
転
換
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
史

料
の
酸
化
を
防
止
す
る
た
め
、
中
性
紙

の
封
筒
に
史
料
を

一
点
ず

つ
詰
め
替
え

る
作
業
も
平
行
し
て
続
け
て
お
り
ま
す
。

◇

①
利
用

・
普
及
　
ま
ず
日
常
の
来
館
者

へ
の
史
料
提
供
が
大
き
な
任
務

で
す
。

で
き
る
だ
け
利
用
者
の
要
望
に
沿

っ
て

史
料
の
由
来
な
ど
に
つ
い
て
も
懇
切
に

答
え
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た

手
紙
に
よ
る
依
頼
な
ど
間
接
的
な
利
用

者
に
も
可
能
な
か
ぎ
リ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

を
行

っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
利
用
者
の
便
宜
向
上
の
た
め

に
、
史
料
価
値

・
利
用
頻
度
の
高
い
文

書
を
選
び
、

コ
ピ
ー
本
の
製
作
に
よ
る

複
製
史
料
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

普
及
活
動
の
面
で
は
、
第

一
に
全
県

三
地
区
で
の
古
文
書
解
読
研
究
会
の
開

催
が
あ
り
ま
す
。
年
々
増
え
る
受
講
者

に
対
し
、
館
蔵
史
料
を
テ
キ
ス
ト
に
し

た
演
習
を
行
い
つ
つ
、
史
料
保
存
の
重

要
性
に
つ
い
て
深
い
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
配
慮
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
館
史
料
の
翻
刻

。
刊
行
事
業

も
普
及
活
動

の

一
環
で
、
『
御
亀
鑑
』

は
、
本
年
度
第
七
巻
で
完
結
し
ま
す
。

さ
ら
に
十

一
月
に
は
館
内
三
階
特
別

展
示
室
で
、
開
館

一
周
年
記
念
展
示
と

し
て
、
「秋
田
藩

の
修
史
事
業
―
佐
竹

家
譜
の
編
纂
―
」
を
開
催
し
ま
す
。
こ

れ
も
公
文
書
館
収
蔵
史
料
を
理
解
し
て

い
た
だ
く
絶
好
の
機
会
と
考
え
、
鋭
意

準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

●
調
査
活
動
　
さ
い
ご
に
、
本
年
度
は

県
内
全
市
町
村
を
対
象
に
し
て
史
料
の

所
在
と
保
存
状
況
の
調
査
を
行

っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
県
公
文
書
館
は
、
秋

田
県
に
関
す
る
史
料
情
報
と
史
料
保
存

に
つ
い
て
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
占
（の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
そ
の
責
務
で
あ

る
と
の
認
識
か
ら
、
継
続
的
に
行

っ
て

内
容
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い

る
も
の
で
す
。

◇

以
上
、
古
文
書
課
の
業
務
内
容
を
概

括
的
に
述
べ
ま
し
た
が
、
最
大
の
課
題

は
、
「
保
存
」
と

「
利
用
」
と
い
う
相

反
す
る
課
題
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
史
料
管
理
学
な
ど
に

つ
い
て
の
館
職
員
の
研
修
活
動
を
積
極

的
に
進
め
、
県
民
の
要
望
に
添
え
る
よ

う
努
力
を
継
続
す
る
つ
も
り
で
す
。

（古
文
書
課
長
）

収蔵史料の整理



犠
肇
ｒ

紙
史
料
の
保
存
と
修
復

～
町
触
控
、　
一
紙
文
書
の
修
復
を
と
お
し
て
～

坂
　
本
　
　
　
勇

随
所
に
あ
り
、
写
真
撮
影
な
ど
が
で
き

ず
、
正
確
な
研
究
調
査
を
妨
げ
て
い
た
。

翌

紙
文
書
』
は
も
と
も
と
は
書
状
な

ど
の
古
文
書
を
、
全
て
厚
紙
の

「酸
性

台
紙
」
に
貼
り

つ
け
た
上
、
折
り
畳
ん

で
保
管
し
て
き
た
た
め
に
、
破
損
、
折

り
目
の
磨
耗
、
薄
茶
色
の
斑
点
の
検
出
、

古
文
書
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
風
合
い
や
史
料

情
報
の
喪
失
が
問
題
と
な

っ
て
い
た
。

◇

こ
の
た
び
の
修
復
は
、
当
セ
ン
タ
ー

で
な
さ
れ
る
各
地
の
都
府
県
文
書
館
か

ら
の
委
託
修
復
の
場
合
と
同
様
に
、
ま

ず
信
頼
で
き
る
機
関
と
の
協
力
で
繊
維

の
分
析
、
劣
化
損
傷
原
因
の
調
査
な
ど

を
実
施
し
、
そ
の
上
で
安
全
で
長
期
保

存
に
適
し
た
作
業
方
法
を
決
定
し
た
の

で
あ
る
。

『
町
触
控
』
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

視
点
か
ら
、
２

）
文
書
の
診
断

（
二
）

修
理
前
の
正
確
な
記
録

（
三
）
解
体
、

糞

・
裏
打
ち
紙
な
ど
の
除
去

（
四
）
は

ず
れ
て
い
る
付
箋
、
破
片
文
字
の
戻
し

作
業

（五
）
虫
損
、
欠
損
部
分
の
み
を

直
せ
る
リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
法

（漉
嵌
法
）
に
よ
る
修
復

（
六
）
保
存

再
製
本

（七
）
点
検
、
完
成
記
録
　
以

上
の
手
順
で
修
復
を
行

っ
た
。

『
一
紙
文
書
』
は
、
種
々
の
問
題
を

含
ん
だ
現
状
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
臨
機
応
変
に
東
京
国
立
文
化

財
研
究
所
な
ど
の
支
援
を
得
て
作
業
を

進
め
る
態
勢
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
貼
り

込
み
の
様
式
は
、
本
紙
文
書
を
和
紙
で

裏
打
ち
し
た
上
で
大
判
酸
性
台
紙
に
貼

ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
使
用

さ
れ
た
接
着
剤
は
、
様
々
な
温
度
の
お

湯
、
有
機
溶
剤
な
ど
で
テ
ス
ト
し
た
結

果
、
本
紙
と
裏
打
ち
紙
の
接
着
は
不
織

布
で
保
護
し
六
十
度
位
の
温
水
に
数
分

浸
す
状
態
に
す
る
と
損
傷
な
く
剥
離
可

能
で
あ

っ
た
が
、
酸
性
台
紙
と
裏
打
ち

紙
は
、
少
し
高
め
の
温
水
に
十
分
に
浸

し
て
も
ほ
と
ん
ど
剥
離
し
な
か

っ
た
。

有
機
溶
剤
の
効
果
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

す
で
に
三
十
年
以
上
も
前
に
張
り
込
み

作
業
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
サ

ン
プ
ル
を
採
取
す
る
こ
と
が
難
し
い
現

状
か
ら
、
接
着
剤
の
特
定
は
今
後
の
課

題
と
し
た
。　
一
紙
文
書
は
佐
竹
藩
の
貴

重
な
書
状
類
で
あ

っ
た
が
、
台
紙
に
お

煎
餅
の
よ
う
に
堅
く
貼
り
込
ま
れ
、
折

り
筋
や
美
し
い
和
紙
の
風
合
い
は
完
全

に
ダ
メ
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
本
紙

の
上
に
じ
か
に
薄
赤
イ
ン
ク
の
印
な
ど

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ

る
な
ど
、
保
存
上
好
ま
し
い
状
態
に
な

か

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
劣
悪
な
状
況
下
に
あ

っ

た
が
、
少
し
で
も
元
の
状
態
に
復
帰
さ

せ
、
当
時
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
こ
と
を

願

っ
て
ど
う
に
か
修
復
を
終
え
、
納
品

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（東
京
修
復
保
存
セ
ン
タ
ー
代
表
）

日
本
の
和
紙
は
正
倉
院
文
書
と
し
て

現
存
す
る
よ
う
に
、
古
い
歴
史
と
磨
か

れ
た
製
紙
技
術
の
伝
統
を
も

っ
て
い
る
。

そ
の
素
晴
ら
し
い
世
界
に
誇
れ
る
日
本

国
民
の
歴
史
財
産
も
、
年
月
の
経
過
、

さ
ま
ざ
ま
な
災
害
、
歴
史
的
事
件
、
そ

し
て
日
常
的

に
発
生
す
る

「
虫
害
」

「湿
気
」
「
カ
ビ
」
「
人
為
的
破
損
」

に

よ

っ
て
簡
単
に

「
消
滅
」
し
、

ま
た

「利
用
不
能
」
と
な

っ
て
し
ま
う
。

今
回
、
秋
田
県
公
文
書
館
の
依
頼
に

よ
り
修
復
を
行

っ
た
標
記
二
件
の
古
文

書
で
あ
る
が
、
『
町
触
控
』

は
典
型
的

な

「
甚
大
な
虫
損
」
に
よ
り
文
字
部
分

が
島
状
に
パ
ラ
パ
ラ
と
崩
れ
る
状
態
で
、

湿
気
の
強
か

っ
た
と
こ
ろ
は
く

っ
つ
い

て
お
り
、　
一
部
開
被
不
能
と
な

っ
て
い

た
。
ま
た
、
文
書
の
性
質
か
ら
綴
じ
部

分
の
ノ
ド
の
と
こ
ろ
に
掛
か
る
文
字
が

『町触控』の虫損部分

リーフキャスティングによる修復

(5)



秋
田
藩
の
修
史
事
業

―
―
佐
竹
家
譜
の
編
纂
―
―

期
間

一
一
月
二
日

（水
）
～

一
一
月
二
〇
日

（水
）

ま
た
、
「義
敦
公
譜
」
を
担
当
し
た

中
山
文
右
衛
門

（青
我
）
は
高
齢
を
お

し
て
文
化
元
年
に
完
成
さ
せ
ま
す
が
、

翌
年
死
亡
し
ま
す
。
七
八
歳
で
し
た
。

「義
和
公
譜
」
が
完
成
し
た
の
は
天

保
の
大
飢
饉
の
頃
で
し
た
。
こ
の
時
同

時
に
引
証
本
と
し
て
編
集
さ
れ
た
の
が

「御
亀
鑑
」
（江
府

・
秋
府
）

一
一
五
冊

で
す
。
そ
れ
ま
で
の
家
譜
引
証
本
に
く

ら
べ
て
際
立

っ
た
冊
数
の
多
さ
で
す
。

担
当
者
自
身
が

「御
亀
鑑
」
と
命
名
じ

て
提
出
し
て
お
り
、
史
料
編
纂
に
対
す

わ
が
国
の
近
代
的
な
学
校
教
育
は
、

明
治
五
年
に
公
布
さ
れ
た
学
制
に
よ
っ

て
始
ま
り
ま
し
た
。
秋
田
県
の
学
校
教

育
も
、
以
後
、
国
の
教
育
施
策
の
流
れ

の
中
で
展
開
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、

秋
田
県
独
自
の
特
色
あ
る
施
策
も
い
く

つ
か
見
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
秋
田
県
の
戦
前

教
育
行
政
に
関
す
る
公
文
書

一
一
五
五

点
よ
り
六
〇
点
を
選
び
、
次
の
五

コ
ー

ナ
ー
か
ら
な
る
展
示
構
成
で
明
治
期
の

学
校
教
育
を
紹
介
し
ま
し
た
。

る
意
気
込
み
が
伝
わ

っ
て
き
ま
す
。

な
お
、
明
治
三
年
の
記
録

「御
亀
鑑
」

が

一
冊
残

っ
て
お
り

一
一
五
冊
の

「御

亀
鑑
」
が
後
の
担
当
者
に
与
え
た
影
響

は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
家
譜
編
纂
過
程
を
調
べ

て
い
く
と
、
仕
事
を
進
め
て
い
く
上
で

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
ど
の
よ
う
に
克
服

し
て
い
く
か
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私

た
ち
に
も
参
考
に
な
る
こ
と
が
い
ろ
い

ろ
と
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（古
文
書
課
　
伊
藤
勝
美
）

「学
制
期
の
初
等
教
育
」

（明
治
五
　
～

一
二
年
）

「教
育
令
期
の
初
等
教
育
」

（明
治

一
二
～

一
九
年
）

「小
学
校
令
期
の
初
等
教
育
」

（明
治

一
九
～
四
五
年
）

「初
期
の
中
等
教
育
」

（明
治
六
　
～

一
九
年
）

「中
学
校
令
期
の
中
等
教
育
」

（明
治

一
九
～
四
五
年
）

明
治
の
県
教
育
指
針
に
関
わ
る
資
料

の
他
、
簿
冊
の
中
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た

公
文
書
で
読
む
明
治
の
学
校
教
育

八
月

一
六
日

（火
）
～
九
月

一
六
日

（金
）
実
施

古
文
書
課
で
は
史
料
整
理
の
た
め
の

調
査

・
研
究
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
中
か
ら
今
回
は
、
『
佐
竹
家
譜
』

の

編
纂
過
程
を
中
心
と
し
て
、
秋
田
藩
の

修
史
事
業
の

一
環
を
紹
介
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

①
義
光
～
義
宣
家
譜
の
成
立
ま
で

②
義
隆
～
義
格
家
譜

③
義
峯
～
義
敦
公
譜

④
義
和
公
譜
の
成
立

⑤
義
厚
公
譜
の
成
立

秋
田
藩
の
修
史
事
業
は
元
禄
年
間
に

本
格
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
事
業

の

一
環
で
あ

っ
た

『佐
竹
家
譜
』
の
編

纂
事
業
は
藩
政
期
を
通
じ
て
継
続
さ
れ

て
い
ま
す
。
と
く
に

「義
宣
家
譜
」
に

は
、
家
臣
団
に
提
出
さ
せ
た
古
文
書
類

が
数
多
く
引
用
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
古
文

書
は

「家
蔵
文
書
」
と
し
て
編
纂
さ
れ

て
い
ま
す
。

担
当
者
に
と

っ
て
、
「
義
宣
家
譜
」

の
編
纂
に
関
し
て
は
大
き
な
問
題
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
と
く
に
関

ケ
原
の
戦
い

に
お
け
る
義
宣
の
立
場
を
記
述
す
る
た

め
に
、
充
分
に
史
料
の
検
討
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

享
保

一
二
年

（
一
七
二
七
）

に
は
、

初
代
義
光
か
ら
三
代
藩
主
義
処
ま
で
の

家
譜
の
清
書
が
で
き
ま
し
た
。

九
代
藩
主
義
和
の
時
代
に
は
、
第
六

代
義
員
か
ら
第
八
代
義
敦
ま
で
の
家
譜

が
作
ら
れ
ま
し
た
。

八
代
義
敦
の
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）

に
は
久
保
田
城
本
丸
が
焼
失
し
て
お
り
、

文
書

・
記
録
の
焼
失
と
い
う
大
事
件
に

担
当
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た

か
、
苦
心
の
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。義光家譜 (冒 頭部分)



試
験
問
題
や
校
則
、
教
育
課
程
表
な
ど

学
校
生
活
に
密
着
し
た
資
料
も
紹
介
し

ま
し
た
。
試
験
問
題
の
展
示
は
、
特
に

入
場
者
の
興
味
を
惹
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
中
等
教
育
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

秋
田
中
学
校
、
秋
田
農
学
校
、
秋
田
女

子
技
芸
学
校
な
ど
、
現
在
の
県
内
公
立
、

私
立
の
高
校
の
ル
ー
ツ
も
取
り
上
げ
ま

し
た
。
熱
心
に
文
書
に
見
入
る
Ｏ
Ｂ
の

方
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

平
田
篤
胤
と
佐
藤
信
淵
の
顕
彰
に
関

す
る
資
料
な
ど
は
、
秋
田
県
の
特
色
あ

る
教
育
施
策
を
物
語
る
も
の
で
す
。

展
示
期
間
中
に
学
校
の
夏
休
み
を
含

め
た
た
め
、　
一
般
の
方
の
他
、
小
、
中

学
校
、
高
校
の
先
生
方
も
来
ら
れ
ま
し

た
。
貴
重
な
資
料
の
存
在
に
驚
い
た
旨

な
ど
が
感
想
簿
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
学
生
の
方
に
も
期
間
中
た
く

さ
ん
入
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（公
文
書
課
　
柴
田
知
彰
）

当
館
で
は
、
左
記
の
要
領
で
、
標
題

の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
講
座
で
は
、
主
と
し
て
当
館
所

蔵
の
近
世
文
書
に
よ
り
、
古
文
書
解
読

の
基
礎
的

・
基
本
的
な
こ
と
が
ら
を
学

び
、
そ
の
楽
し
さ
や
意
義
を
理
解
さ
れ
、

さ
ら
に
古
文
書
及
び
公
文
書
の
保
存
と

活
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
、
ご
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時
　
十

一
月
四
日

（講
座
①

。
②
）

十

一
日

（講
座
③

。
④
）

十
八
日

（講
座
⑤

・
⑥
）

各
午
後
二
時
～
四
時
半

会
場
　
秋
田
県
公
文
書
館

（三
階
多
目

的
ホ
ー
し

講
師
　
当
館
職
員
が
担
当

定
員
　
五
十
名

申
込
方
法
　
往
復
は
が
き
に
住
所

。
氏

名
を
明
記
の
上
、
個
人
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
返
信
用
の

は
が
き
を
受
講
者
カ
ー
ド
と
し

ま
す
の
で
、
必
ず
往
復
は
が
き

で
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
会

場
の
都
合
に
よ
り
定
員
に
達
し

た
場
合
に
は
受
付
を
締
め
切
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
先
　
一０
０

一
〇
　
秋
田
市
山
王
新

町

一
四
―
三

一　

秋
田
県
公
文

書
館
　
初
め
て
学
ぶ
方
の
た
め

の
古
文
書
解
読
講
座
係

申
込
期
限
　
十
月
二
〇
日

経
費
そ
の
他
　
参
加
料
は
無
料

で
す
。

当
日
受
講
者
カ
ー
ド
を
受
付
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

講
座
①
　
近
世
文
書

の
文
体

（候
文
）

の
特
色
を
知
る
。
「
候
」

の
多

用
な
用
例
と
意
味
を
知
る
。

講
座
②
　
近
世
文
書
に
頻
出
す
る
漢
文

的
な
用
例
と
用
語
を
知
る
。

講
座
③
　
特
色
あ
る
当
て
字
の
用
例
と

異
体
字
の
例
を
知
る
。

講
座
④
　
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（国
典
類
抄
と
御
亀
鑑
）

講
座
⑤
　
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（国
典
類
抄
）

講
座
⑥
　
講
義
　
古
文
書
の
保
存
と
活

用
に
つ
い
て
。

（古
文
書
課
　
伊
藤
勝
美
）

レ

フ

ァ
レ

ン

ス

ｏ

カ

ウ

ン
タ

ー

か
ら

開
館
ま
も
な
い
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

公
文
書
館
閲
覧
室
カ
ウ
ン
タ
ー
に
外
国

人
青
年
が
訪
れ
、
「
私
は
英
語
の
指
導

主
事
の
助
手
を
や

っ
て
い
ま
す
。
授
業

の
打
合
せ
の
た
め
向
こ
う
の
ル
ー
ム

（特
別
閲
覧
室
）
を
使
わ
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
申
し
込
ん
で
き
ま
し
た
。

当
日
の
当
番
は
、
カ
タ
コ
ト
の
英
語

と
大
部
分
日
本
語
で

「
こ
こ
の
閲
覧
室

は
、
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
を
利
用
す

る
人
び
と
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
こ

と
を
な
ん
と
か
伝
え
よ
う
と
苦
心
し
た

も
の
の
、
な
か
な
か
意
思
が
伝
わ
り
ま

せ
ん
。
し
ば
ら
く
し
て
、
フ
し
」
は
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

（公
文
書
館
）
で
あ
る
」

と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
彼
は
即
座
に

「
Ｏ

Ｋ
」
と
立
ち
去

っ
て
い
き
ま
し
た
。

公
文
書
館
に
対
す
る
理
解
が
深
い
国
々

が
あ
る
こ
と
を
、
身
を
も

っ
て
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

「
公
文
書
館
は
何
を
勉
強
す
る
場
所

か
」
を
説
明
し
な
く
て
も
、
当
館
資
料

を
利
用
し
た
勉
強
の
場
と
ス
ム
ー
ズ
に

受
け
止
め
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
よ

う
、
今
後
も
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（公
文
書
課
　
佐
々
木
悟
）

期間中の展示室

『初
め
て
学
ぶ
一方
の
た
め
の

・

・　
　
古
文
書
解
読
講
座
』
の
ご
案
内

(7)



公

文

書

館

平

成

六

年

度

の

事

業

◎
総
括
的
事
項

・
公
文
書
館

「年
報
」
（事
業
報
告

・

事
業
計
画
）
の
発
行

（六
月
）

・
館
報

「
公
文
書
館
だ
よ
り
」
の
発

行

（十
月
、
二
月
）

・
書
庫
燻
蒸

（九
月
）

・
公
文
書
館

「
研
究
紀
要
」
の
発
行

（二
月
）

◎
公
文
書
課
関
係

ｏ
公
文
書
、
行
政
資
料
の
整
理
作
業

（通
年
）

。
公
文
書
公
開
簿
冊
数
の
追
加

（五

月
―
約
二
千
冊
）

。
公
文
書
の
引
き
継
ぎ

（六
月
）

・
県
政
映
画
の
補
修
恒
久
保
存
と
ビ

デ
オ
化

（七
月
～
九
月
）

ｏ
企
画
展
示

「
公
文
書
で
読
む
明
治

の
学
校
教
育
」
（八

・
十
六
～
九

・

十
六
）

。
中
性
紙
保
存
箱
に
よ
る
保
存

（十

～
十
二
月
―
戦
前
文
書
約
二
千
冊
）

・
行
政
資
料
の
公
開

（二
月
―
約

一

万
冊
）

◎
古
文
書
課
関
係

。
所
蔵
古
文
書
、
新
規
受
贈

・
収
集

文
書
の
整
理

（通
年
）

・
翻
刻
事
業

『北
家
御
日
記
』
及
び

同
過
年
度
分
照
合
事
業

（通
年
）

翻
刻
活
字
本

『御
亀
鑑
』
の
刊
行

（発
注
五
月
、
校
正
七
月
～

一
月
、

刊
行
二
月
）

現
地
古
文
書
の
所
在

・
保
存
状
況

調
査
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
集

（六
、
九
、　
一
月
）

寄
贈
文
書

『吉
成
家
文
庫
』
の
受

領

（六
月
）

講
座

『古
文
書
解
読
研
究
会
』
の

開
催

（六
、
七
月
―
県
内
三
地
区
）

古
絵
図
の
複
製

（九
月
～
十
月
）

古
文
書
の
修
復
、
複
製

（十
月
～

二
月
）

古
文
書
の
所
在

・
保
存
状
況
調
査

全
市
町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（八
、

九
月
）

企
画
展
示

「秋
田
藩
の
修
史
事
業
」

（十

一
月
二
日
～
三
十
日
―
館
内
）

講
座

『
初
め
て
学
ぶ
方
の
た
め
の

古
文
書
解
読
講
座
』
（十

一
月
四
、

十

一
、
十
八
―
館
内
）

史
料
目
録

『加
賀
谷
家
文
書
目
録
』

の
刊
行

公
一月
）

史
料
保
存
に
関
す
る
研
修
会
の
開

催

（
二
月
―
秋
田
市
）

編

集

後

記

＊

「秋
田
県
公
文
書
館
」
の
正
確
な
フ

ル
ネ
ー
ム
が
な
か
な
か
認
知
さ
れ
な
い

悔
し
さ
が
バ
ネ
で
、
こ
の
館
報
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
長
く
号
を
重
ね
た
い
と
思

い
ま
す
。

＊
館
蔵
資
料
を
よ
り
よ
く
保
存

・
整
理

す
る
た
め
、
調
査
研
究
の
日
々
を
過
ご

し
て
い
ま
す
。

こ
の
成
果
を
徐

々
に

「
た
よ
り
」
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

＊
企
画
展
の
年
間
二
回
実
施
と
、
公
文

書
館
だ
よ
り
の
創
刊
に
よ
り
、
今
年
度

は
当
館
の
普
及
事
業
が
充
実
を
見
ま
し

た
。
今
後

一
層
、
公
文
書
館
の
活
動
を

多
く
の
方
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

公
文
書
館
だ
よ
り
　
第

一
号

平
成
六
年
十
月
二
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

〒
〇

一
〇

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

０

（〇

一
八
八
）
エハ
六
―
八
三
〇

一

印
刷
　
　
太
陽
印
刷
株
式
会
社

公1文1書館|■,用1案
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北
都
銀
行

菫
会
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