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（５４１－７６）天保十亥八月七日院内銀山御女中御出之図

天保十年（ ）院内銀山町にいた美女６人が描かれている史料です。1839

このうち名前の確認できるのは下の二人で、右は「おふさ」１９歳、左は

「お局浦江」７１歳です。いにしえの秋田美人をお楽しみください。

平
成
十
九
年
二
月
十
日
（
土
）
か
ら
始
ま
る
「
秋
田
わ
か
杉
国
体
」
冬
季
大
会
に

あ
わ
せ
て
、
本
館
に
お
い
て
も
「
史
料
に
見
る
秋
田
の
ス
ポ
ー
ツ
」
と
題
し
て
、

。

。

映
像
資
料
を
中
心
と
し
た
閲
覧
室
展
示
を
行
い
ま
す

皆
様
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い



秋
田
藩
の
御
条
目

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

古
文
書
の
書
式
に
お
け
る
「
御
条
目
」
は

『
日
本
古

、

文
書
学
提
要

（
新
星
社
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
に
幕

』

府
や
藩
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
一
種
の
命
令
書
で
あ
り
、

条
文
に
よ
っ
て
書
き
連
ね
ら
れ
た
法
度
や
掟
書
が
該
当

す
る
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す

「
御
条
目
」
の
書
き
出
し

。

は
「
定

「
条
々

「
覚
」
等
で
始
ま
り
、
書
き
止
め
は

」

」

「
右
之
条
々
可
相
守
此
旨
者
也
」
と
い
っ
た
文
言
で
終

み
ぎ
の
じ
ょ
う
じ
ょ
う
こ
の
む
ね
あ
い
ま
も
る
べ
き
も
の
な
り

わ
り
、
藩
の
場
合
は
大
名
か
ら
家
臣
宛
に
出
さ
れ
る
の

が
通
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
江
戸
時
代
の
秋
田
藩
を
知
る
上
で
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
『
国
典
類
抄

『
御
亀
鑑

『
秋
田
藩

』

』

こ
く
て
ん
る
い
し
ょ
う

ご

き

か

ん

町
触
集
』
を
照
合
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
秋
田

ま
ち
ぶ
れ
し
ゅ
う

藩
に
お
け
る
「
御
条
目
」
の
意
味
合
い
は
時
代
に
よ
り

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
ず
、
藩
政
の
初
期
か
ら
天
明
の
は
じ
め
頃
（
一
七

八
一
年
頃
）
ま
で
「
御
条
目
」
は
、
単
な
る
「
条
々
」

と
い
う
軽
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
佐
竹
義
和
が
八
代
藩
主
と
な
っ
た
天
明
五
年

よ
し
ま
さ

（
一
七
八
五
）
以
降

「
御
条
目
」
は
藩
が
重
大
な
方
針

、

や
政
策
を
掲
げ
る
文
書
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
寛
政
期
（
一
七
九
〇
年
代
）
に
入
る
と
、。

藩
主
が
家
臣
に
命
じ
る
威
厳
あ
る
法
令
と
な
り
ま
し
た

そ
の
形
態
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
六
月
、
維
新

の
政
治
体
制
に
対
応
す
る
藩
の
改
革
御
条
目
（
Ａ
Ｓ
三

七
三
―
三
）
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
ま
し
た
。

佐
竹
義
和
が
作
り
上
げ
た
「
御
条
目
」
の
形
態
は
、

よ
し
ま
さ

ま
ず
集
め
ら
れ
た
重
臣
に
藩
主
の
意
志
を
示
す
「
御
条

目
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
書
き
止
め
は
「
ー
も
の

也
」
で
結
び
ま
す
。
次
に
条
目
の
趣
旨
を
よ
り
具
体
化

し
た
家
老
ら
の
「
執
達
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
末
尾
は

「
仍
而
執
達
如
件
」
で
終
わ
り
ま
す
。
最
後
に
施
行
細

「

」

。

則
と
も
言
う
べ
き

覚

が
布
達
さ
れ
て
完
了
し
ま
す

在
方
を
統
治
す
る
所

預
ら
に
は
、
下
筋
（
県
北
地

と
こ
ろ
あ
ず
か
り

）

（

）

、

方

・
仙
北
筋

県
南
地
方

に
分
け
て
上
使
を
派
遣
し

そ
の
徹
底
を
図
り
ま
し
た
。

つ
ま
り

「
御
条
目
」
↓
「
執
達
」
↓
「
覚
」
の
三
点

、

セ
ッ
ト
で
法
体
系
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
慣
例
と
し
て

定
着
し
た
の
で
す
。

『
御
亀
鑑
』
を
見
る
と
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）

（

）

九
月
七
日
左
近
様

幼
君
義
和
の
後
見
役
・
佐
竹
義
方

主
導
の
財
政
緊
縮
に
係
わ
る
「
書
付
」
↓
「
執
達

（
江

」

府
七
）
に
こ
の
形
式
の
端
緒
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
厳
密
に
見
る
と
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

九
月
二
日
の
諸
役
目
の
改
正
に
関
す
る
御
条
目
（
秋
府

六
）
が
最
初
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
と
き
の
様
子
は
、
ま
ず
御
座
之
間
に
重
臣
が
招

集
さ
れ
、
そ
こ
で
「
御
条
目
」
を
御
右
筆
々
頭
仮
役
渡

お

ゆ

う

ひ

つ

ひ
っ

と

う
か
り
や
く

部
文
右
衛
門
が
読
み
上
げ
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
っ
て
こ

れ
を
家
老
の
代
表
が
受
け
取
る
と

「
執
達
」
を
御
副
役

、

そ
え
や
く

那
珂
長
左
衛
門
が
読
み
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
各
部
署

「

」

。

の
奉
行
ら
に

覚

の
書
付
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た

ま
た
、
仙
北
筋
へ
は
御
刀
番
井
上
清
右
衛
門
と
御
小

お
か
た
な
ば
ん

姓
大
山
矢
五
郎
（
九
日
帰
着
、
御
目
見

、
下
筋
へ
は
御

）
（

、

刀
番
知
久
清
左
衛
門
と
御
小
姓
三
宅
主
馬

十
日
帰
着

し

ゅ

め

十
二
日
御
目
見
）
が
派
遣
さ
れ
、
地
方
へ
「
御
条
目
」

が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
蛇
足
な
が
ら
一
般
の
法
令
伝
達
は
ど
う
な
っ

て
い
た
の
か
、
若
干
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
幕
府

か
ら
大
名
へ
の
命
令
は
通
常
「
大
御
目
付
触
状
」
が
使

お
お
お
ん
め
つ
け
ふ
れ
じ
ょ
う

用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
名
同
士
の
伝
達
・
通
知
は

「
御
同
席
触
状
」
が
一
般
的
で
し
た
。

ご
ど
う
せ
き
ふ
れ
じ
ょ
う

秋
田
藩
の
家
臣
へ
の
命
令
は
「
被
仰
渡
」
の
形
式
が

お
お
せ
わ
た
さ
れ

圧
倒
的
に
多
い
で
す
。
久
保
田
城
下
の
場
合
、
家
臣
の

数
が
多
い
の
で
、
侍
町
の
区
分
に
従
い
一
町
単
位
に

廻

状
を
な
し
そ
の
徹
底
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。

か
い
じ
ょ
う

こ
の
よ
う
に
法
令
の
形
式
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
注
意
深
く
読
み
解
い
て
ゆ
け

ば
、
当
時
の
為
政
者
の
法
令
執
行
の
意
図
が
窺
え
て
、

尽
き
な
い
興
味
が
湧
い
て
き
ま
す
。

（

）

加
藤
民
夫
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