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平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
、
当
館
所
蔵
「
秋
田

藩
家
蔵
文
書
」
が
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
秋
田
藩
家
蔵
文
書
が
ど
の
よ
う

な
性
格
の
も
の
か
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

元
禄
期
の
修
史
事
業
、
つ
ま
り
佐
竹
家
譜
編
纂
の
過

程
で
家
中
の
文
書
改
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
文
書
改

は
享
保
期
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
寛
政
期
な
ど
に
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
が
秋
田
藩
家
蔵
文
書
で
す
。

文
書
改
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
家
中

に
所
蔵
し
て
い
る
文
書
を
文
書
所
（
記
録
所
）
に
提
出

さ
せ
ま
す
。
文
書
所
で
は
文
書
真
偽
を
吟
味
し
、
家
中

の
誰
が
所
蔵
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
検
討
し
ま
し

た
。
こ
う
し
た
審
査
を
経
て
、
文
書
所
が
認
定
し
た
家

蔵
者
ご
と
に
、
正
し
い
文
書
を
原
本
通
り
に
見
取
り
写

し
ま
し
た
。
文
字
・
花
押
印
章
を
原
本
に
忠
実
に
写
そ

う
と
し
て
い
る
一
方
で
、
竪
紙
か
折
紙
か
切
紙
な
ど
と

い
っ
た
文
書
の
形
態
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
す
。
写

し
終
え
る
と
、
文
書
所
の
認
定
と
、
紛
失
し
た
場
合
に

は
申
請
す
れ
ば
写
を
作
成
し
て
与
え
る
旨
の
文
言
の
あ

る
文
書
を
添
え
て
、
原
本
を
家
蔵
者
に
返
却
し
ま
す
。

例
え
ば
、
家
中
Ａ
が
源
頼
朝
書
状
・
佐
竹
義
重
書
状

を
含
む
一
〇
通
の
文
書
を
提
出
し
た
と
し
ま
す
。

県
指
定
有
形
文
化
財

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
と
は
？

①
こ
の
う
ち
「
源
頼
朝
書
状
」
は
偽
文
書
、
「
佐
竹
義

重
書
状
」
は
家
中
Ｂ
の
先
祖
宛
と
判
明
。

②
頼
朝
書
状
は
焼
却
、
義
重
書
状
は
Ｂ
の
家
蔵
が
妥
当

と
判
断
し
、
そ
の
旨
を
Ａ
・
Ｂ
に
通
知
。

③
義
重
書
状
は
Ｂ
の
家
蔵
文
書
と
し
て
写
し
、
原
本
を

Ｂ
に
返
却
。

こ
う
し
て
残
る
八
通
を
Ａ
の
家
蔵
文
書
と
し
て
写
し

た
後
、
原
本
を
Ａ
に
返
却
し
ま
す
。
ま
た
、
一
度
Ａ
の

家
蔵
と
認
定
し
た
文
書
を
後
日
Ｃ
の
家
蔵
に
変
更
し
た

場
合
は
、そ
の
旨
を
Ａ
の
家
蔵
文
書
に
注
記
し
ま
し
た
。

秋
田
藩
家
蔵
文
書
は
、
右
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
成

立
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
幕
府
・
諸
藩
で
も
文
書

を
調
査
し
て
、
所
蔵
者
ご
と
に
写
を
作
成
し
ま
し
た
。

し
か
し
所
蔵
者
の
変
更
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
例
は
他
に

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
秋
田
藩
家
蔵
文
書
は
、
家
中
が

所
蔵
し
て
い
る
古
文
書
の
台
帳
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

【
鈴
木
満
】

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
今
年
も
所
蔵
資
料
を
活
用

し
た
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
特
に
今
年
度
は
、
「
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
講
座
」
を
秋
田
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
と
の

共
催
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
館
内
の
ポ

ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
お
申
込
み
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

や
メ
ー
ル
で
も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点

は
当
館
ま
で
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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五
月
二
十
日
（
月
）
か
ら
二
十
六
日
（
日
）
ま
で
、
特

別
整
理
期
間
の
た
め
休
館
と
な
り
ま
す
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
二
十
七
日
（
月
）
か

ら
は
通
常
ど
お
り
開
館
い
た
し
ま
す
。
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明
治
維
新
期
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
と
色
々
な
制
度
･

文
物
が
変
遷
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
公
文
書
館
に
勤
務
し

て
お
り
ま
す
と
、
県
民
の
皆
様
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
質
問

を
頂
き
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
今
回
は
二
つ
の
疑
問
に
お

答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

問
１
「
記
録
に
出
て
く
る
明
達
館
は
い
つ
誕
生
し
、
い

つ
消
滅
し
た
の
で
す
か
。」

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
秋
田
県
史
』
文
芸
教
学
編
に

記
述
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
出
典
が
明
確
で
あ
り
ま

せ
ん
。そ
こ
で
改
め
て
そ
の
根
拠
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、

二
つ
の
出
典
を
見
つ
け
ま
し
た
。

ま
ず
明
徳
館
の
詰
役
支
配
を
務
め
て
い
た
野
上
陳
孝

の
日
記
（
混
架
二
五
─
四
七
─
二
）
の
明
治
元
年
（
一

八
六
八
）
十
一
月
九
日
の
条
に
「
一
御
学
館
御
用
所
以

来
明
達
館
と
御
唱
之
趣
被
仰
渡
有
之
候
」
と
記
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
が
「
明
達

館
日
記
」
（
岡
七
五
五
）
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
明

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

明
達
館
と
秋
田
町

～
明
治
維
新
期
の
機
構
変
遷
～

治
元
年
十
一
月
八
日
明
徳
館
ノ
称
号
ヲ
改
メ
明
達
館
ト

評
議
決
定
セ
ラ
ル
」
と
あ
り
、
移
転
中
の
明
徳
館
に
達

す
る
一
日
前
に
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

明
治
元
年
九
月
の
撤
退
ま
で
明
徳
館
は
鎮
撫
総
督
の

宿
所
で
し
た
。
そ
れ
以
降
十
一
月
ま
で
は
藩
の
御
用
所

と
し
て
い
た
も
の
を
名
称
変
更
し
て
明
達
館
と
し
た
わ

け
で
す
が
、
そ
の
存
続
は
長
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
二
年
六
月
十
七
日
、
御
用
所
の
移
転
に
伴
い
、
し

ば
ら
く
御
会
所
の
隅
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
学
館
は

再
び
明
徳
館
と
し
て
元
の
場
所
に
復
帰
し
ま
し
た
。
し

た
が
っ
て
明
達
館
の
存
在
は
明
治
元
年
十
一
月
か
ら
同

二
年
六
月
十
七
日
ま
で
の
、
わ
ず
か
半
年
余
り
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
２
「
久
保
田
町
の
名
称
が
行
政
区
画
と
し
て
の
秋

田
町
に
改
め
ら
れ
た
の
は
い
つ
で
す
か
。
」

江
戸
時
代
か
ら
親
し
み
な
じ
ん
で
い
た
、
佐
竹
氏
が

支
配
す
る
城
下
久
保
田
町
の
呼
称
が
ど
の
よ
う
に
行
政

的
に
秋
田
町
に
か
え
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
を
具
体
的
に

捜
し
出
す
こ
と
に
は
か
な
り
難
し
い
点
が
あ
り
ま
し

た
。明

治
四
年
七
月
に
秋
田
県
が
誕
生
し
ま
し
た
。ま
ず
、

同
年
十
月
二
十
九
日
の
「
御
公
務
控
」
（
一
五
）
の
記

事
に
民
事
方
本
局
と
し
て
「
秋
田
郡
秋
田
」
の
呼
び
方

が
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
秋
田
県
史
料
」（
一
）

四
年
八
月
に
「
秋
田
町
士
族
金
秀
安
」
と
あ
り
、
秋
田

町
の
表
記
が
み
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
翌
五
年
に
入
っ

て
「
秋
田
県
史
料
」
（
二
）
五
月
二
日
の
本
部
学
校
開

設
の
記
録
に
「
秋
田
郡
東
根
小
屋
町
」
と
あ
り
、
秋
田

町
を
除
い
て
直
接
城
下
の
町
名
が
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
明
治
六
年
十
月
二
十
日
の
「
秋
田
県
庁
日
誌
」（
一
）

に
は
「
秋
田
郡
秋
田
町

県
社
八
幡
神
社
祠
官
小
野
崎

通
亮
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
秋
田
町
の
下
に
久
保
田

の
字
名
が
つ
く
の
は
「
秋
田
県
史
料
」
（
十
七
）
の
明

治
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
の
「
秋
田
町
久
保
田
郵
便

局
」
が
あ
り
、
行
政
区
画
の
位
置
付
け
が
か
な
り
明
瞭

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
結

論
的
に
い
っ
て
、
行
政
的
な
「
秋
田
町
」
の
確
定
は
明

治
四
年
で
す
が
、
そ
の
名
称
の
定
着
は
明
治
六
年
十
月

段
階
と
み
な
し
て
良
い
と
考
え
ま
す
。

維
新
動
乱
期
に
い
た
っ
て
、
江
戸
期
か
ら
続
い
て
来

た
諸
制
度
・
諸
文
物
が
大
き
く
移
り
変
わ
っ
て
行
き
ま

し
た
。
こ
の
変
遷
に
つ
い
て
ひ
と
つ
ず
つ
解
明
し
て
ゆ

く
こ
と
は
、
色
々
な
困
難
を
伴
い
ま
す
。
し
か
し
、
種

々
の
史
料
を
組
み
合
わ
せ
て
辛
抱
強
く
作
業
を
続
け
る

こ
と
で
道
は
開
け
る
と
思
い
ま
す
。

【
加
藤
民
夫
】

明治初期の久保田城（『思い出のアルバム秋田市』より）


