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文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
中
旬
、
秋
田
藩
か
ら
城
下

そ
の
他
の
領
内
に
対
し
て
、
無
断
で
村
か
ら
姿
を
消
し

た
と
し
て
、
あ
る
者
の
人
相
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
男
の
名
前
は
、
仙
北
郡
小
館
村
（
現
仙
北
市
）

の
儀
兵
衛
の
子
供
、
源
助
。
年
齢
は
二
十
四
歳
と
あ
り

ま
す
か
ら
、
子
供
と
い
っ
て
も
、
青
年
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
人
相
で
す
が
、
背
丈
は
中
背
（
ち

ゅ
う
ぜ
い
）
、
標
準
的
な
背
丈
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
他
に
顔
色
は
黒
く
、
眉
毛
は
厚
く
、
目
は
大
き
く
、

鼻
は
高
く
、
耳
は
ふ
つ
う
の
状
態
、
月
代
は
厚
く
、
鬢

は
ふ
つ
う
の
状
態
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
逃
亡
し
た
当
時

の
服
装
は
、
上
半
身
は
浅
黄
色
（
あ
さ
ぎ
い
ろ
）
の
襦

袢
の
上
に
、
縦
縞
の
綿
入
れ
を
重
ね
、
同
じ
く
浅
黄
色

の
帯
を
締
め
、
下
半
身
は
浅
黄
色
の
股
引
を
は
い
て
い

ま
す
。
ま
た
木
綿
の
絞
り
手
ぬ
ぐ
い
を
身
に
つ
け
て
い

る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
お
茶
の

間
に
画
像
が
届
け
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が

存
在
し
な
か
っ
た
当
時
で
は
、
文
書
で
と
て
も
詳
細
な

情
報
が
領
内
の
隅
々
ま
で
伝
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
源
助
は
な
ぜ
お
尋
ね
者
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
相
書
の
後
半
部
に
は
、
そ
の

理
由
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

あ
る
人
相
書
か
ら

同
年
の
二
月
七
日
、
仙
北
郡
小
館
村
の
源
助
は
、
同
村

内
の
天
神
堂
に
お
い
て
、
同
郡
野
口
村
（
現
大
仙
市
）

の
三
右
衛
門
と
喧
嘩
と
な
り
、
三
右
衛
門
を
殺
害
し
て

し
ま
い
ま
す
。
源
助
は
そ
の
ま
ま
逃
亡
し
た
た
め
、
人

相
書
を
出
し
て
お
尋
ね
者
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
人
相
書
が

載
せ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
当
館
が
所

蔵
す
る
「
町
触
控
」

に
収
録
さ
れ
て
い

る
文
化
四
年
二
月

一
九
日
の
触
（
原

本
の
資
料
番
号
は

Ａ
三
一
七
―
五
七

―
二
二
、
刊
本
は

『
秋
田
藩
町
触
集
』

中
、
一
四
六
一
号
）

で
す
。
「
町
触
控
」

に
は
、
時
々
、
こ
の
よ
う
な
人
相
書
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
犯
罪
や
領
主
か
ら
課
せ
ら
れ
た
重
税

を
理
由
に
、
領
民
が
無
断
で
所
在
地
か
ら
姿
を
消
し
て

し
ま
う
こ
と
を
「
欠
落
」（
か
け
お
ち
）
と
い
い
ま
す
。

と
く
に
「
町
触
控
」
が
残
っ
て
い
る
一
八
世
紀
後
半
以

降
の
農
村
で
は
、
農
民
の
階
層
分
解
や
飢
饉
の
た
め
田

畑
を
す
て
て
、
姿
を
く
ら
ま
す
者
が
増
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
源
助
の
行
方
は
い
ず
こ
に
・
・
・
。

【
柏
倉
良
明
】

今
回
の
企
画
展
は
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
秋
田
の
文
化

を
探
れ
！
」
と
題
し
、
「
秋
田
の
文
化
」
に
関
す
る
館

蔵
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。
前
期
及
び
後
期
の
展
示
構
成

は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
前

期
】

秋
田
の
伝
統
行
事
・
芸
能
／
「
秋
田
県
民
歌
」
の
誕

生
／
県
史
編
纂
（
戦
前
編
）
／
秋
田
の
食
文
化

／

文
化
の
殿
堂
（
戦
前
編
）
／
広
報
月
刊
誌
「
あ
き
た
」

で
紹
介
さ
れ
た
文
化
／
公
文
書
館
の
資
料
活
用
術

【
後

期
】

秋
田
の
伝
統
工
芸
／
「
県
民
の
歌
」
の
誕
生
／
県
史

編
纂
（
戦
後
編
）
／
史
跡
の
保
存
調
査
／
文
化
の
殿

堂
（
戦
後
編
）
／
文
化
エ
ト
セ
ト
ラ
／
公
文
書
館
の

資
料
活
用
術

明
治
以
降
の
公
文
書
、
ま
た
県
政
映
画
の
映
像
か
ら

複
製
し
た
伝
統
行
事
や
伝
統
工
芸
の
写
真
な
ど
、
豊
富

な
資
料
を
展
示
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
方
の
ご
来
場
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
期

間

前
期
：
八
月
二
三
日
（
土
）
～
九
月
二
三
日(

火)

後
期
：
一
〇
月
三
一
日(

金)

～
一
一
月
三
〇
日(

日)

時
間
：
午
前
一
〇
時
～
午
後
五
時

※
九
月
三
日
（
水
）
、
一
一
月
五
日
（
水
）
は

休
館
日
で
す
。

▼
会

場

公
文
書
館
二
階
特
別
展
示
室

企
画
展
の
ご
案
内
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六
月
二
八
日
（
土
）
か
ら
古
文
書
解
読
講
座
Ⅰ
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。「
公
文
書
館
の
講
座
に
参
加
す
る
の
は

初
め
て
」
と
い
う
方
が
多
く
、
講
師
も
新
鮮
な
気
持
ち

で
臨
ん
で
お
り
ま
す
！
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江
戸
時
代
、
藩
へ
の
献
金
等
で
武
士
身
分
に
取
り
立

て
ら
れ
た
者
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
藩
財
政
の

悪
化
と
い
う
事
情
が
背
景
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
う
し
た
武
士
を
秋
田
藩
で
は
「
町
触
控
」
に
収

録
す
る
文
政
八
年
六
月
二
二
日
の
触
（
原
本
の
資
料
番

号
は
Ａ
三
一
七
―
五
七
―
二
五
、
刊
本
は
『
秋
田
藩
町

触
集
』
下
、
一
九
三
七
号
）
に
「
献
上
物
等
に
て
武
士

に
被
召
立
候
輩
、
向
後
新
家
与
唱
へ
」
の
よ
う
に
、「
新

家
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
（
「
新
家
」
の
初
見
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
）
。

「
新
家
」
の
好
例
を
渡
部
斧
松
だ
と
す
る
新
説
が
提

唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
が
斧
松
は
桧
山
の
足
軽
で
、
「
新

家
」
で
は
な
く
、
下
級
武
士
か
ら
昇
進
し
た
と
す
る
の

が
通
説
で
す
。

こ
こ
で
引
用
し
ま
し
た
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
て

い
る
触
は
、
一
般
原
則
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
有
用
で
す
。
し
か
し
門
外
漢
に
は
、
理
解
に
苦
し
む

も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

一
、
三
代
引
続
御
副
役
以
上
之
役
儀
相
勤
候
に
お
ゐ

て
は
、
四
代
目
よ
り
旧
家
之
列
へ
被
相
加
候
事
、

と
い
う
条
文
が
あ
り
ま
す
。
「
新
家
」
で
も
副
役
以
上

に
三
代
就
け
ば
四
代
目
は
「
旧
家
」
の
列
に
相
加
え
る
、

と
い
う
意
味
で
、
難
し
い
条
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
が
門
外
漢
に
は
、
秋
田
藩
で
「
新
家
」
が
ど
の
よ

う
な
役
職
に
就
い
た
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り

条
文
の
背
景
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
限
定

「
町
触
控
」
雑
感

つ
き
で
は
あ

る
が
「
新
家
」

を
「
旧
家
」

に
し
よ
う
と

し
た
方
針
が

あ
っ
た
と
も

解
せ
ま
す
し
、

反
対
に
「
新

家
」
が
「
旧

家
」
に
な
る

道
を
事
実
上

閉
ざ
そ
う
と

す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
解
せ
る
の
で
す
。
他
の
条
文

か
ら
推
測
す
る
に
、
「
新
家
」
は
献
金
等
で
武
士
身
分

の
待
遇
を
与
え
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
た
現
実
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
町
触
控
」
の
一
つ
の
条
文
を
と
り
あ

げ
て
み
ま
し
た
。
一
見
簡
単
そ
う
で
も
、
実
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
、
そ
れ
は
私
が
無
能
な
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。条
文
に
あ
ら
わ
れ
な
い
制
定
す
る
側
の
前
提
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
条
文
で
い
え
ば
現
状
認
識
が
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ
次
第
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
「
町
触
控
」
に
は
あ
る
よ
う
で
す
。

さ
て
駄
文
で
引
用
し
た
「
町
触
控
」
が
当
館
に
移
管

さ
れ
た
時
、
保
存
状
態
が
悪
く
、
原
本
閲
覧
が
困
難
で

し
た
。
一
冊
の
丁
数
が
多
い
の
で
、
下
手
な
裏
打
ち
を

す
れ
ば
、
厚
く
な
り
、
冊
構
成
を
変
え
な
け
れ
ば
違
う

意
味
で
閲
覧
が
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
リ
ー
フ
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
技
術
に
よ
る
補
修
で
、
何
の
問
題

も
な
く
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

が
「
町
触
控
」
に
は
、
の
ど
の
と
こ
ろ
が
見
づ
ら
く
、

写
真
を
撮
る
際
に
う
ま
く
う
つ
ら
な
い
難
点
が
あ
り
ま

す
。
同
様
の
状
態
に
あ
る
も
の
は
、
ほ
か
に
も
あ
り
ま

す
。当

館
の
閲
覧
室
に
あ
り
ま
す
写
真
帳
の
な
か
に
は
、

い
っ
た
ん
冊
を
ば
ら
し
て
一
丁
一
丁
撮
影
し
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
白
黒
と
い
う
難
点
は
あ
り
ま
す
が
、

綴
じ
ら
れ
て
見
え
な
い
部
分
に
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
丁
一
丁
撮
影
し
て
い

る
も
の
は
、
ま
ず
は
写
真
帳
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
原
本
を
無
理
に
開
く
必
要
が
な
い
の
で
、
原
本
の

保
存
に
も
な
り
ま
す
。
写
真
帳
は
閲
覧
室
に
配
架
し
て

い
ま
す
の
で
、
出
納
を
請
求
し
て
待
つ
必
要
が
な
く
、

自
由
に
閲
覧
で
き
、
コ
ピ
ー
も
で
き
ま
す
。
原
本
を
み

る
こ
と
で
新
た
な
発
見
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
原
本
閲
覧

も
必
要
で
す
け
れ
ど
も
、
写
真
帳
に
も
目
を
通
す
と
違

う
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
町
触
控
」
の
写
真
帳
は
、
冊
を
お
お
む
ね
ば
ら
し

て
撮
影
し
て
お
り
ま
す
。
リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の

前
の
状
態
を
撮
影
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
補
修
以
前
の

状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
鈴
木

満
】

「町触控」より、文政８年６月 22 日

の触。上が原本、下が写真帳。


