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三
秋
田
藩
に
お
け
る
養
蚤
業
の
展
開
に
つ
い
て

幕
藩
体
制
社
会
の
な
か
に
お
け
る
商
品
生
産
の
展
開
は
、
一
七
世
紀
中
期
か
ら
一
九
世

紀
中
期
の
約
二
百
年
間
の
鎖
国
に
よ
り
国
際
交
易
に
大
き
な
制
約
を
う
け
て
は
い
た
も
の

の
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
を
と
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
養
蚕
業
は
そ
の
占

め
る
割
合
も
大
き
く
、
明
治
維
新
後
の
日
本
社
会
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
そ

う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
重
厚
な
研
究
史
の
蓄
積
が
み
ら
れ
る
こ
と
は

周
知
の
と
う
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
連
載
（
１
）
～
（
３
）
で
み
て
き
た
秋
田
藩
の
領
域
に
お
け
る
こ
の
分
野
の

研
究
も
、
幕
藩
体
制
社
会
の
解
体
と
、
明
治
維
新
を
展
望
す
る
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
、
主

に
経
済
分
析
の
立
場
か
ら
す
る
比
較
的
豊
富
な
研
究
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
秋
田
藩
に
お
け
る
養
蚕
業
の
展
開
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
一

八
世
紀
後
半
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
、
久
保
田
商
人
見
上
三
左
衛
門
に
よ
る
紅
花
座

の
創
設
に
よ
る
諸
産
物
取
立
て
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
紅
花
だ
け
で
な
く
、
絹
類
な
ど
も

含
ん
で
お
り
、
是
等
の
品
々
を
こ
れ
ま
で
城
下
久
保
田
で
買
付
け
る
問
屋
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
は
不
便
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
時
期
、
そ
の
産
額
量
な
ど
は
不
明
で

あ
る
が
、
領
内
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
産
出
増
加
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
、
福
島
の
人
絹
屋
勘
十
郎
に
よ
る
領
内
村
々
へ
の
養
蚕
方
設

置
、
そ
れ
に
と
も
な
う
伊
達
蚤
種
紙
の
導
入
と
技
術
指
導
。

安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
、
伊
達
郡
か
ら
秋
田
の
河
辺
郡
和
田
町
へ
移
住
し
て
養
蚕
技

術
の
指
導
に
あ
た
っ
た
石
川
滝
右
衛
門
。

文
政
～
天
保
期
秋
田
藩
桑
植
立
に
お
け
る
技
術
伝
播
に
関
す
る
資
料
（
４
）

ｌ
米
沢
植
木
文
書
を
中
心
に
Ｉ

そ
し
て
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
、

前
記
勘
十
郎
と
藩
と
の
間
に
な
に
か
問
題
が
あ
り
、
追
放
処
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
後
か
ら
来
住
し
た
石
川
滝
右
衛
門
と
の
間
に
対
立
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
も
推
察
さ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
勘
十
郎
が
天
明
三
年
ま
で
に
秋
田
藩
内
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を

し
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
成
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
な
ど
は
あ
き
ら
か
で
は

な
く
、
今
後
な
お
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
藩
に
よ
る
産
物
方
役
所
の
新
設
と
、
そ
の
支
配
人

に
石
川
滝
右
衛
門
が
登
用
さ
れ
、
文
化
・
文
政
期
に
一
層
顕
著
な
展
開
を
と
げ
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
あ
る
。

し
か
し
管
見
の
か
ぎ
り
で
も
、
次
に
示
す
よ
う
な
興
味
あ
る
資
料
も
あ
る
。

御
領
内
養
蚕
之
開
け
し
始
り
は
享
保
之
頃
厚
木
佐
助
（
北
浦
御
代
官
）
勤
中
、

仙
北
郡
上
下
桧
木
内
村
井
諸
村
屋
敷
内
へ
桑
を
植
さ
せ
し
故
、
段
々
家
業
と

な
り
、
明
和
之
始
に
は
桧
木
内
よ
り
真
綿
木
少
打
出
し
而
小
役
銀
納
之
代
に

な
り
候
（
中
略
）

石
川
滝
右
衛
門
な
る
者
、
天
明
の
頃
伊
達
よ
り
来
り
、
川
辺
郡
石
川
村
二
住
、

養
蚕
井
絹
織
を
織
、
諸
方
へ
も
教
導
致
候
二
付
段
々
仙
北
三
郡
大
に
開
け
、

滝
右
衛
門
御
当
国
へ
下
り
候
後
、
養
蚕
之
仕
方
、
絹
之
織
方
も
格
段
に
開
候

事
（
中
略
）

御
領
内
絹
を
開
し
元
祖
と
唱
し
も
無
余
儀
事
に
候
（
以
下
略
×
傍
点
引
用
者
〉

（
「
雑
録
」
四
号
、
秋
田
市
将
軍
野
蓮
沼
家
文
書
）

高田

口

勝
一
郎

橋
秀
夫

（
一
九
八
八
年
一
○
月
三
一
日
受
理
）



－2－

こ
れ
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
春
に
蓮
沼
仲
が
記
し
た
も
の
の
一
節
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
前
期
、
享
保
期
に
、
そ
の
技
術
の
導
入
と
の
関
連
で
不
明

な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
の
在
地
を
支
配
管
理
す
る
役
人
、
代
官
に
よ
っ
て
仙
北
郡

の
山
間
部
に
お
い
て
上
か
ら
の
奨
励
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
い
。

そ
し
て
一
八
世
紀
後
半
よ
り
の
石
川
滝
右
衛
門
に
よ
る
教
導
に
ふ
れ
、
こ
れ
を
書
い
た

文
政
八
年
の
時
点
で
「
御
領
内
絹
を
開
し
元
祖
と
唱
し
も
無
余
儀
事
に
候
」
と
の
認
識
を

示
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
一
八
世
紀
前
期
の
養
蚕
業
奨
励
第
が
、
そ
の
後
ど
う
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ

し
て
、
明
和
～
安
永
期
以
降
の
展
開
と
ど
う
関
連
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
中
途
で

挫
折
し
て
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
か
っ
た
も
の
な
の
か
は
今
後
に
検
討
の
余
地
を
残
し

て
い
る
。

ま
た
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
云
え
ば
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

元
禄
か
ら
享
保
期
は
、
東
廻
り
、
西
廻
り
海
運
の
完
成
や
、
陸
上
交
通
路
の
整
備
も
あ
っ

て
、
全
国
的
な
商
品
流
通
の
促
進
や
、
情
報
の
伝
播
が
格
段
と
増
加
し
、
畿
内
の
先
進
技

術
が
全
国
各
地
に
伝
播
移
植
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、
こ
の
前
後
か
ら
全
国
各
地

の
特
産
物
生
産
が
形
成
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
。

秋
田
藩
で
も
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
も
、
一
七
世
紀
後
半
、
藩
政
策
に
そ
う

し
た
動
き
が
み
ら
れ
、
宝
永
年
間
（
一
七
○
四
～
一
七
一
○
）
に
越
後
か
ら
や
っ
て
き
た

庄
九
郎
に
よ
る
塗
物
、
の
ち
に
能
代
春
慶
塗
と
し
て
著
名
な
そ
の
起
源
は
こ
の
時
期
で
あ

っ
た
。
隣
藩
津
軽
の
場
合
を
見
て
も
、
元
禄
三
年
二
八
九
○
）
に
藩
の
手
に
よ
る
織
座

取
立
て
。
同
十
三
年
（
一
七
○
○
）
養
蚕
の
開
始
。
ま
た
貞
享
四
年
二
六
六
七
）
、
上

方
か
ら
種
子
、
技
術
の
導
入
に
よ
る
莨
や
紅
花
の
試
植
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
等
は
秋
田
藩
同
様
に
、
こ
の
時
期
す
ぐ
に
成
功
し
、
急
速
な
普
及
を
と
げ
て
い
っ

た
と
は
み
ら
れ
な
い
が
、
な
ぜ
こ
の
段
階
で
は
定
着
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
っ
た
面
か
ら
の

考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
九
世
紀
前
半
の
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
、
秋
田
藩
で
は
絹
方
役
所
を
設
置
し
、

翌
十
二
年
に
は
久
保
田
の
商
人
和
泉
屋
利
助
に
領
内
六
郡
す
べ
て
の
絹
糸
取
纒
問
屋
様
を

認
可
し
、
そ
の
掌
握
を
は
か
る
政
策
を
打
出
し
て
い
っ
た
。

文
政
期
に
入
り
、
三
年
（
一
八
二
○
）
に
は
雄
勝
郡
川
連
村
の
関
喜
内
が
領
内
で
の
種

紙
生
産
の
推
進
を
は
か
り
、
そ
し
て
伊
達
産
種
紙
の
流
入
を
抑
止
す
る
献
言
を
藩
に
提
出

し
た
が
、
す
ぐ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
六
回
に
も
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
同
九
年
に

は
藩
も
そ
れ
を
受
け
て
関
等
に
川
尻
村
に
養
蚕
座
を
設
立
し
て
国
産
種
紙
の
生
産
拡
大
と
、

桑
植
立
の
推
進
を
は
か
っ
た
。

ま
た
こ
の
年
、
領
内
で
生
産
し
た
種
紙
三
○
○
○
枚
を
は
じ
め
て
関
東
に
販
売
し
よ
う

と
し
た
が
、
関
東
の
種
屋
商
人
仲
間
に
反
対
さ
れ
、
関
東
市
場
開
拓
の
計
画
は
失
敗
に
終

っ
た
が
、
こ
の
事
実
は
反
面
で
は
領
内
に
お
け
る
養
蚕
業
が
か
な
り
活
溌
な
展
開
を
み
せ

て
き
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

翌
文
政
一
○
年
（
一
八
二
五
）
、
藩
は
伊
達
商
人
持
参
の
種
紙
は
養
蚕
方
役
所
の
役
人
、

又
は
郡
方
御
用
掛
役
立
会
の
上
吟
味
し
、
上
種
分
の
み
養
蚕
方
の
検
印
を
し
た
上
で
持
込

む
こ
と
を
認
め
、
中
、
下
分
は
す
べ
て
封
印
し
て
境
口
で
商
人
に
引
渡
す
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
文
政
一
三
年
（
一
八
三
○
）
か
ら
は
、
こ
こ
数
年
来
領
内
の
産
種
が
急
増
し
、

領
内
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
他
領
か
ら
の
入
種
を
一
円
禁
止

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
文
政
期
、
先
に
あ
げ
た
蓮
沼
文
書
で
は
「
文
政
の
始
合
仙
北
三
郡
と
御
城
下
に
て

一
万
両
代
之
系
と
聞
ゆ
」
と
、
ま
た
「
下
三
郡
は
当
時
漸
三
百
両
に
不
可
過
、
近
年
中
に

格
段
之
産
物
と
致
度
事
に
候
」
と
こ
の
期
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。

天
保
二
年
二
八
三
二
の
段
階
で
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
か
ら
天
保
二
年
ま

で
の
六
年
間
で
、
養
蚕
座
の
借
財
は
一
万
一
千
両
余
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
意
図
と
は
逆

に
最
初
か
ら
巨
額
な
赤
字
を
出
し
て
い
た
。

そ
こ
で
翌
三
年
に
は
藩
は
こ
の
借
財
に
た
い
し
て
そ
れ
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
手
を
う
っ

て
は
き
て
い
た
も
の
の
、
あ
ら
た
め
て
改
革
の
案
を
呈
示
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
後
赤
字
解
消
の
見
通
し
が
つ
か
な
け
れ
ば
養
蚕
座
を
廃
止
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
藩
の
勘
定
奉
行
金

易
右
衛
門
等
は
強
く
反
対
し
た
が
、
藩
は
そ
れ
を
押
え
て
領
内
外
の
商
人
に
出
資
さ
せ
て

一
○
ヶ
年
の
請
負
い
と
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
直
後
の
天
保
四
年
の
天
明
の
を
し
の
ぐ
大

凶
作
に
見
舞
わ
れ
て
中
止
。
翌
五
年
春
の
北
浦
に
発
生
し
た
百
姓
一
撲
に
よ
る
金
易
右
衛

門
の
退
役
な
ど
も
あ
り
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
、
藩
は
文
政
十
三
年
か
ら
実
施
し
て

い
た
種
紙
輸
入
禁
止
令
を
解
除
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
れ
以
後
、
藩
は
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、
養
蚕
業
に
つ
い
て
は
文
化
・
文
政
期
に
み
ら

れ
た
よ
う
な
積
極
的
な
政
策
は
打
出
し
て
は
お
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
藩
が
そ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
直
接
乗
り
出
す
こ
と
を
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
久
保
田
町
の
特
権
商
人
達
を
通
し
て
の
巧
妙
な
や
り
方
へ
の
転

換
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
別
の
機
会
に
の
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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四
植
木
四
郎
兵
衛
に
つ
い
て

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
秋
田
藩
に
お
け
る
養
蚕
業
の
動
き
の
な
か
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
お
い
て
は
植
木
四
郎
兵
衛
は
ど
う
し
た
訳
か
ほ
と
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
。

し
か
し
一
九
世
紀
前
半
、
彼
は
秋
田
藩
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
「
桑
苗
取
立
指
南
役
」
、

「
羽
州
米
沢
桑
畑
棟
梁
」
と
し
て
広
く
何
回
も
秋
田
領
内
を
巡
回
し
て
歩
き
、
桑
苗
木
取

立
の
指
導
し
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
秋
田
の
地
で
は
も
は
や
彼
の
事
蹟

に
関
す
る
資
料
が
大
半
亡
失
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
関
係
資
料
を
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
の
果
し
た
役
割
な
ど
も
き
ち
ん
と
さ
せ
る
べ
き
だ
と
判
断
し
て
本
稿
の
（
１
）
～
（
３
）

に
お
い
て
彼
の
関
係
資
料
を
示
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

植
木
四
郎
兵
衛
は
定
利
と
も
称
し
、
米
沢
領
置
賜
郡
山
ロ
村
の
人
で
、
「
植
木
家
系
図
」

に
よ
れ
ば
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
生
れ
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
八
月
五
日
没
と

あ
る
。
そ
も
そ
も
植
木
と
い
う
姓
が
植
樹
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
植
木
家
所
蔵
の
資
料
か
ら
は
系
図
類
も
含
め
て
、
い
つ

そ
う
し
た
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
は
残
念
な
が
ら
あ

き
ら
か
で
は
な
い
。

同
家
資
料
に
は
、
明
治
年
代
の
自
家
の
帳
簿
類
は
か
な
り
存
在
す
る
も
の
の
、
文
政
期

以
前
の
文
書
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
山
口
村
で
の
地
位
や
、
同
家
の
商
業
や
農
業

経
営
の
推
移
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

僅
か
に
天
保
・
弘
化
期
の
「
苗
木
帳
」
に
よ
り
、
桑
、
漆
、
杉
、
松
、
桧
、
桐
、
樫
な

ど
か
な
り
多
種
の
苗
木
類
の
売
買
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
明
治
期
に
な

る
と
、
そ
れ
と
と
も
に
山
村
経
営
に
着
手
し
た
り
、
旅
篭
屋
や
郵
便
局
を
や
っ
た
り
と
、
か

な
り
手
広
く
各
種
の
事
業
に
手
を
つ
け
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
植
木
四
郎
兵
衛
の
人
物
史
研
究
で
は
、
山
形
県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
の
金
田

章
氏
の
論
文
「
秋
田
藩
桑
苗
木
取
育
指
南
役
植
木
四
郎
兵
衛
定
利
」
（
柳
田
国
男
を
読

む
会
「
雪
国
の
春
」
第
十
二
号
（
三
四
～
四
一
頁
〉
、
一
九
八
五
年
二
月
発
行
）
が
管
見

の
か
ぎ
り
で
は
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

米
沢
藩
の
産
業
振
興
政
策
、
と
り
わ
け
そ
の
な
か
で
も
養
蚕
業
と
植
木
家
と
の
か
か
わ

り
あ
い
な
ど
は
な
お
今
度
追
求
す
る
こ
と
を
在
地
の
研
究
者
に
期
待
し
た
い
。

秋
田
藩
と
植
木
氏
の
結
び
つ
き
を
う
か
が
え
る
も
の
に
、
同
家
に
伝
わ
る
塗
物
椀
を
入

れ
た
箱
の
裏
書
が
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
一
○
年
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
佐
竹
公
よ
り
上
杉
公
に
養
蚕
、
桑
苗
木
育
成
指
導
の
依
頼
が
文
政
一
○

年
に
あ
り
、
植
木
氏
が
指
名
さ
れ
て
秋
田
に
赴
い
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
任
務
を
終
え
米
沢
に
戻
る
さ
い
に
藩
よ
り
能
代
塗
の
椀
一
箱
を
下
賜
さ
れ
た
と

あ
る
。

秋
田
藩
と
米
沢
の
養
蚕
業
が
い
つ
頃
か
ら
関
係
を
も
ち
、
そ
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
か

に
つ
い
て
は
双
方
の
資
料
で
も
い
ま
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
文
政
五
年
、
米
沢

領
内
で
桑
苗
木
が
不
足
し
て
取
調
べ
た
と
こ
ろ
、
秋
田
か
ら
三
万
本
望
ま
れ
て
送
っ
た
の
で

不
足
し
た
と
あ
り
（
『
山
形
県
史
近
世
史
料
Ｉ
』
七
二
三
頁
）
、
こ
の
事
か
ら
み
る
と
、

そ
れ
以
前
か
ら
既
に
秋
田
と
の
交
渉
や
、
買
付
け
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
等
の
点
に
若
干
の
問
題
を
残
し
て
い
る
も
の
の
植
木
四
郎
兵
衛
が
最
初
に
秋
田
に
赴

い
た
の
は
文
政
二
年
と
み
ら
れ
、
そ
れ
は
個
人
の
資
格
に
お
い
て
で
は
な
く
、
藩
か
ら
正

式
に
依
頼
を
う
け
た
者
と
し
て
の
資
格
で
あ
っ
た
。

連
載
（
１
）
の
資
料
（
１
）
の
「
文
政
十
一
年
六
月
十
五
日
廻
在
日
記
」
は
、
こ
れ
が
秋
田
で

の
最
初
の
廻
在
の
も
の
か
ど
う
か
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
月
日
か
ら
み
て
、
初
期
の
も

の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
天
保
二
年
に
か
け
て
四
ヶ
年
の
間
、
秋
田
に
毎
年
や
っ
て
き
て
巡
回
指
導
に
あ

た
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
現
存
の
資
料
で
は
文
政
一
二
年
分
が
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
こ

の
年
は
何
等
か
の
事
情
で
来
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
だ
が
四
郎

兵
衛
の
秋
田
派
遣
の
留
守
中
の
同
家
の
経
営
や
労
働
力
の
こ
と
な
ど
を
ど
う
処
理
し
た
か
は

あ
き
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
期
間
の
秋
田
藩
の
謝
礼
な
ど
も
不
明
で
あ
る
。

五
資
料
に
み
る
秋
田
で
の
行
動

二
の
資
料
で
か
か
げ
た
も
の
は
、
一
切
途
中
で
の
省
略
な
ど
な
く
全
文
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
植
木
家
に
現
在
伝
わ
る
秋
田
関
係
の
日
記
類
の
す
べ
て
で
あ
る
。

こ
れ
で
み
る
か
ぎ
り
、
植
木
四
郎
兵
衛
は
、
文
政
十
一
、
十
三
、
天
保
二
年
の
三
回
秋

田
に
赴
い
た
こ
と
に
な
る
。

現
存
の
日
記
は
、
こ
れ
が
そ
の
す
べ
て
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、

全
八
冊
は
「
秋
田
下
り
日
記
」
二
冊
、
「
廻
在
日
記
」
五
冊
、
「
勤
中
日
記
」
一
冊
と
な

っ
て
い
る
。

今
後
こ
の
間
の
事
情
の
空
白
を
埋
め
る
と
し
た
ら
、
秋
田
領
内
を
か
な
り
手
広
く
歩
い

て
い
る
の
だ
か
ら
、
郡
方
関
係
な
ど
、
彼
と
交
渉
の
あ
っ
た
武
家
文
書
と
と
も
に
、
村
方

関
係
の
こ
の
時
期
の
記
録
か
ら
堀
り
だ
す
こ
と
も
あ
る
程
度
可
能
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
も
筆
者
は
秋
田
の
農
村
文
書
の
な
か
か
ら
植
木
氏
巡
回
時
の
も
の
を
書
留

め
た
も
の
を
若
干
見
出
し
て
い
る
。
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今
そ
の
一
例
と
し
て
現
山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
の
児
玉
文
書
の
も
の
を
示
し
て
お
く
。
こ

れ
は
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
末
に
「
右
ハ
米
内
沢
御
領
山
口
村
植
木
四
郎
兵
衛

よ
り
の
聞
書
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
植
木
四
郎
兵
衛
の
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
主
な
問
題
点
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
１
）
研
究
史
の
上
で
殆
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
彼
の
秋
田
の
地
で
の
行
動

が
、
数
年
分
直
接
彼
の
日
記
に
よ
っ
て
か
な
り
は
っ
き
り
判
明
す
る
こ
と
。

（
２
）
彼
の
接
触
し
た
久
保
田
町
は
じ
め
各
地
の
役
人
や
、
各
地
の
養
蚕
屋
な
ど
の
様
子

が
う
か
が
え
る
こ
と
。
と
く
に
金
易
右
衛
門
と
の
関
係
、
ま
た
在
地
で
は
渡
部
斧
松
や
関
喜
内

と
の
接
触
な
ど
も
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
巡
回
指
導
し
た
各
村
々
の
様
子
も

う
か
が
え
る
。

（
３
）
藩
政
策
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
文
政
一
三
年
閨
三
月
七
日
の
条
で
は
、

金
よ
り
桑
苗
木
百
万
本
、
当
秋
米
沢
よ
り
取
寄
せ
の
指
示
な
ど
、
こ
の
時
期
の
重
要
な
政
策

の
打
出
し
と
、
植
木
氏
の
か
か
わ
り
が
判
明
す
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

（
４
）
藩
の
養
蚕
業
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
領
内
外
の
商
人
と
植
木
氏
の
交
渉
等
も
か

な
り
判
明
す
る
。

（
５
）
秋
田
ば
か
り
で
は
な
く
矢
島
か
ら
の
指
導
要
請
も
あ
り
、
秋
田
か
ら
の
帰
途
矢

島
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
今
後
矢
島
関
係
の
資
料
を
探
索
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
。

（
６
）
「
日
記
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
見
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
汲
み
出
せ

る
の
で
あ
る
が
、
領
内
の
巡
回
の
際
見
聞
し
た
鉱
山
関
係
や
、
各
町
村
の
祭
り
の
記
事
は
、

そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
内
容
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

（
７
）
文
政
一
三
年
五
月
二
九
日
の
条
に
、
久
保
田
町
で
お
こ
っ
た
有
名
な
吉
成
兵
太

夫
、
根
本
清
兵
衛
一
件
の
現
場
に
彼
が
た
ま
た
ま
遭
遇
し
、
そ
の
見
聞
を
書
留
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
活
字
化
さ
れ
た
も
の
で
は
『
秋
田
市
史
』
中
巻
九
三
～
九
七
頁
な
ど
に
あ

る
が
、
彼
の
は
本
来
が
桑
苗
木
取
立
を
め
ぐ
る
記
載
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

こ
う
し
た
記
事
を
後
世
の
我
々
が
目
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
資
料
と
し
て
の
日

記
が
持
つ
面
白
さ
の
一
面
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
あ
と
が
き
）

末
筆
な
が
ら
、
本
稿
作
成
で
直
接
使
用
し
た
資
料
類
は
い
ず
れ
も
民
間
の
個
人
の
所
蔵

に
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
公
的
機
関
に
よ
る
日
本
の
歴
史
関
係
資
料
の
蒐
集
や
保
存
が

な
お
き
わ
め
て
不
十
文
な
現
段
階
に
あ
っ
て
は
、
心
よ
く
そ
の
閲
覧
や
、
便
宜
を
取
計
ら

っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
あ
ら
た
め
て
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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