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　表
紙
・
裏
表
紙
で
紹
介
し
て
い
る
資
料
は
、
真
澄
自
筆
の
書
簡
、

文
化
十
二
年
四
月
十
日
付
、
高
階
貞
房
宛
書
簡(

館
蔵)

で
す
。

本
紙
四
、
五
頁
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
「L

etter fro
m

 

真
澄
」

展
に
て
展
示
し
た
資
料
の
一
つ
で
す
。
現
在
の
羽
後
町
三
輪
神
社

で
、
宝
物
を
見
る
機
会
を
得
た
真
澄
は
、
そ
こ
で
直
江
兼
続
に
よ
っ

て
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
珍
し
い
兜
を
目
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
兜
の
図
絵
を
わ
ざ
わ
ざ
書
簡
に
描
い
て
、
貞
房
に
伝
え
て
い
ま

す
。
歴
史
的
な
事
柄
に
関
心
の
高
い
真
澄
の
人
柄
を
物
語
る
資
料

で
す
。
表
紙
・
裏
表
紙
を
見
開
き
に
す
れ
ば
、
書
簡
全
体
の
様
子

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
本
解
説
の
右
側
に
は
、
書
簡
末

尾
に
描
か
れ
た
兜
の
図
絵
を
部
分
拡
大
し
ま
し
た
。

秋田県立博物館【菅江真澄資料センター】

（部分拡大）

表
紙
・
裏
表
紙
解
説



真澄２真澄３

第78回企画コーナー展

真澄の歩いた道

すすきの
　　　出湯

平成31年 令和元年
３月１６日（土）　～　　　５月１２日（日）

　享
和
三
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
大
館
市
大
滝
温
泉

周
辺
で
過
ご
し
た
真
澄
は
、
同
年
四
月
末
、
次
の
滞

在
地
を
現
在
の
大
館
市
比
内
町
扇
田
と
定
め
ま
し

た
。
真
澄
は
扇
田
の
町
に
つ
い
て
、「
月
に
三
度
、

市
が
た
つ
。
女
は
菅
笠
を
手
仕
事
に
し
て
、
朝
早
く

か
ら
起
き
出
て
作
っ
て
い
る
」
と
日
記
に
記
し
て
い

ま
す
。真
澄
が
記
し
た
扇
田
の
菅
笠
は
、『
比
内
町
史
』

に
よ
る
と
、「
幾
百
年
以
前
か
ら
の
特
産
品
」で
あ
り
、

　
菅
江
真
澄
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
か
ら
文

化
四
年
（
一
八
〇
七
）
頃
ま
で
の
間
、
現
在
の
県
北

部
の
能
代
山
本
・
大
館
北
秋
田
・
鹿
角
の
各
地
域
に

滞
在
し
、
様
々
な
と
こ
ろ
を
巡
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

間
、
多
く
の
日
記
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　『
す
す
き
の
出
湯
』
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

の
一
月
〜
五
月
末
（
閏
一
月
を
含
む
）
の
六
ヶ
月
間

の
日
記
で
す
。
大
館
市
大
滝
温
泉
を
拠
点
と
し
な
が

ら
、
同
市
十
二
所
に
も
足
を
伸
ば
し
て
約
五
ヶ
月
間

を
過
ご
し
ま
す
。
五
月
に
は
大
館
市
比
内
か
ら
北
秋

田
市
森
吉
山
麓
に
あ
る
白
糸
の
滝
を
目
指
し
ま
す
。

真
澄
は
そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴

史
、
文
化
、
習
俗
な
ど
を
詳
し
く
記
録
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
時
代
の
中
、

現
代
で
は
す
で
に
失
わ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。
真
澄
の
記
録
を
通
し
て
、
改
め
て
ふ
る

さ
と
秋
田
の
魅
力
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

白糸の滝
『すすきの出湯』館蔵写本

木の葉石硯　館蔵
上部に木の葉の化石がある。

宝引用具　鹿角市・個人蔵

十二所かまくらやき
夏井雅人氏撮影　2018/2/14

昭和50年代から実際に使われてきた宝引用具。
当たりの縄には五円玉の束が付けられている。

大
滝
温
泉
薬
師
堂
の
す
す
き

　
　
　
　
　
　『
す
す
き
の
出
湯
』
館
蔵
写
本

農
閑
期
に
女
性
が
行
う
農
家
の
副
業
で
し
た
。
真
澄

の
日
記
原
文
で
は
「
朝
顔
む
か
ふ
鏡
笠
、
岸
の
柳
の

風
ふ
く
れ
、
来
寄
る
波
笠
う
ち
重
ね
、
冬
の
歩
路
の

雪
お
ろ
し
は
名
さ
へ
涼
し
げ
に
」
な
ど
の
よ
う
に
、

七
五
調
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
、
そ
の
種
類
の
多
さ
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。（
あ
さ
が
お
・
鏡
・
ふ

く
れ
・
な
み
・
雪
お
ろ
し
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
笠
の

名
称
）、
種
類
の
多
さ
か
ら
も
盛
ん
な
産
業
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　ま
た
真
澄
は
、
白
糸
の
滝
か
ら
扇
田
に
戻
る
道
中

で
大
葛
金
山
に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。日
記
に
は「
鉱

山
の
支
配
人
で
あ
る
荒
河
富
訓
と
い
う
人
に
会
っ

た
」
と
あ
り
、
そ
の
計
ら
い
で
鉱
山
内
に
あ
る
役
所

に
泊
め
て
も
ら
っ
た
り
、
鉱
山
各
所
を
見
て
様
々
な

話
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

　日
記
内
で
は
鉱
山
の
支
配
人
を
「
荒
河
」
氏
と
表

記
し
て
い
ま
す
が
、『
比
内
町
史
』
に
よ
る
と
、
安

永
八
年
（
一
七
七
九
）
か
ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

ま
で
の
約
九
十
年
間
、
鉱
山
の
支
配
人
は
代
々
「
荒

谷
」
家
が
務
め
た
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
真
澄
の

勘
違
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
真
澄
が
会
っ
た
人

物
は
荒
谷
家
第
十
一
代
当
主 

荒
谷
忠
右
衛
門
富
訓
、

そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　江
戸
時
代
前
期
の
秋
田
藩
に
お
け
る
鉱
業
生
産
の

主
は
、
院
内
銀
山
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
銀
で
し
た

が
、
金
山
と
し
て
、
阿
仁
や
杉
沢
（
旧
西
仙
北
町
、

小
杉
沢
と
も
）、
そ
し
て
大
葛
が
隆
盛
を
誇
り
ま
し

た
。
当
然
、
多
く
の
人
々
が
働
き
、
人
の
数
だ
け
物

語
も
生
ま
れ
ま
す
。
鉱
夫
と
鉱
山
主
の
関
係
性
が
よ

く
表
さ
れ
た
滑
稽
話
や
、
仕
事
上
、
短
命
に
な
っ
て

し
ま
う
鉱
夫
を
夫
に
持
つ
妻
の
悲
話
な
ど
、
真
澄
は

大
葛
金
山
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
話
を
日
記
に
書
き
留

め
て
い
ま
す
。

か
ち

お
お
く
ぞ

じ

　享
和
三
年
五
月
、
真
澄
は
、
現
在
の
大
館
市
比
内

町
扇
田
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
医
師
の
武

田
成
親
（
敬
夫
）
が
訪
ね
て
き
て
、「
白
糸
の
滝
を

見
に
行
か
な
い
か
」
と
真
澄
を
誘
い
ま
す
。
実
は
そ

の
前
年
の
享
和
二
年
十
二
月
、
真
澄
は
厳
冬
期
の
山

中
を
難
渋
し
な
が
ら
、
現
在
の
北
秋
田
市
森
吉
に
あ

る
白
糸
の
滝
を
目
指
し
て
歩
い
た
経
緯
が
あ
り
ま
し

た
。「
昨
年
は
、雪
の
せ
い
で
十
分
に
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
も
う
一
度
白
糸
の
滝
を
見
た
い
」
と
の
思
い
に

駆
ら
れ
、
真
澄
は
成
親
と
共
に
出
発
し
ま
す
。

　実
は
真
澄
が
白
糸
の
滝
を
目
指
す
の
に
は
、
も
う

一
つ
別
の
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
硯
」
の
原

料
と
な
る
石
の
採
取
で
す
。
前
年
訪
れ
た
際
の
日
記

『
雪
の
秋
田
根
』に
は
、「
硯
台
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
多
く
石
材
が
で
る
。
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
、

楓
や
ぶ
な
、か
し
わ
葉
な
ど
の
花
紋
石
が
あ
る
。（
中

略
）
し
か
し
、
雪
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
と
る

こ
と
も
で
き
ず
、
今
は
む
な
し
く
眺
め
る
ば
か
り
で

あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
花
紋
石
と
は
、
植
物
の

化
石
を
含
ん
だ
硬
質
黒
色
泥
岩
の
こ
と
で
、
別
名
、

木
の
葉
石
と
い
い
ま
す
。『
森
吉
町
史
資
料
編 
第
七

集 

木
葉
硯
』
に
よ
る
と
、
現
在
で
も
白
糸
の
滝
の

上
流
周
辺
に
は
、
俗
に
硯
の
沢
と
呼
ば
れ
る
場
所
が

あ
り
、硯
の
原
料
に
な
る
石
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

文
人
で
あ
る
真
澄
は
、
こ
の
地
で
採
れ
る
珍
し
い
硯

石
に
対
し
て
大
き
な
関
心
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

前
回
果
た
せ
な
か
っ
た
硯
石
採
取
を
、
今
回
こ
そ
は

と
願
う
真
澄
で
し
た
が
、
真
澄
が
滝
に
到
着
し
た
前

後
数
日
間
は
、生
憎
の
雨
で
水
か
さ
が
増
し
て
お
り
、

残
念
な
が
ら
真
澄
は
、
今
回
も
ま
た
硯
石
を
手
に
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
ず
り

か
え
で

　享
和
三
年
一
月
一
日
、
真
澄
は
現
在
の
大
館
市
大

滝
温
泉
で
新
年
を
迎
え
ま
す
。日
記
の
タ
イ
ト
ル『
す

す
き
の
出
湯
』
と
は
、大
滝
温
泉
の
こ
と
で
す
。「
大

滝
温
泉
の
湯
元
で
あ
る
薬
師
堂
を
訪
れ
る
と
、
出
湯

が
湧
き
出
る
と
こ
ろ
に
板
を
し
き
、
土
を
の
せ
、
す

す
き
を
一
も
と
植
え
て
あ
り
、
そ
れ
が
も
う
芽
ぐ
ん

で
い
た
。
そ
の
由
来
を
尋
ね
る
と
、
遠
い
昔
、
不
思

議
な
老
人
が
卵
の
殻
に
湯
を
つ
め
、
こ
れ
を
す
す
き

の
苞
に
つ
つ
ん
で
、
こ
こ
に
捨
て
て
い
っ
た
。
そ
れ

以
来
こ
こ
に
温
泉
が
湧
き
始
め
た
。
そ
れ
で
、
こ
う

し
て
す
す
き
を
植
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
温
泉
を
す
す
き
の
出
湯
と
か
、
た
ま

ご
の
湯
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
」
と
真
澄

は
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
日
記
中
の
図
絵
に
は
、
す

す
き
の
花
が
穂
波
を
な
び
か
せ
る
様
子
を
描
い
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
季
節
は
一
月

で
す
。
花
が
咲
い
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
こ
れ
は
、
真
澄
自
身

が
図
絵
の
傍
ら
に
わ
ざ
わ
ざ
「
秋
見
し
画
」
と
書
い

て
い
る
よ
う
に
、
以
前
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
を

つ
と

カ
タ

白
糸
の
滝
へ
、
再
び

１

北
秋
田
市
森
吉

農
村
で
迎
え
る
賑
や
か
な
新
年

３

大
館
市
大
滝
温
泉
・
十
二
所

菅
笠
と
金
山
の
話

２

大
館
市
比
内

ほ
う
び
き

さ  

ぎ
ち
ょ
う

思
い
出
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
、
日
記
の
タ

イ
ト
ル
を
『
す
す
き
の
出
湯
』
と
し
た
の
は
、
そ
こ

で
見
た
す
す
き
に
趣
が
あ
り
、
真
澄
の
印
象
に
強
く

残
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　大
滝
温
泉
や
近
隣
の
十
二
所
で
、
真
澄
は
人
々
が

賑
や
か
に
正
月
・
小
正
月
を
過
ご
す
様
子
を
目
に
し
、

日
記
に
詳
し
く
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　　「
一
月
八
日
は
、
大
滝
温
泉
の
湯
の
神
を
祀
る
日

で
あ
る
。
そ
の
た
め
前
夜
、
一
月
七
日
の
夜
か
ら
日

待
ち
を
す
る
。
村
長
の
家
に
大
勢
集
ま
り
、
ど
ん
づ

く
、
た
か
ら
び
き
、
六
半
と
い
っ
た
ば
く
ち
を
す
る
」

と
真
澄
は
日
記
に
記
し
て
い
ま
す
。
日
待
ち
と
は
、

徹
夜
で
朝
を
待
つ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
間
、
普
段

は
掟
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
博
打
を
し
て
大
騒
ぎ
を
し

た
よ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
、
皆
を
戒
め
る
立
場
で
あ

る
は
ず
の
村
長
の
家
で
行
っ
て
い
る
時
点
で
お
か
し

な
話
で
す
が
、
正
月
の
今
日
ば
か
り
は
、
村
長
も
見

逃
す
の
で
し
ょ
う
。

　様
々
な
博
打
を
し
た
よ
う
で
す
が
、
真
澄
が
「
た

か
ら
び
き
」
と
表
記
し
た
博
打
は
、「
宝
引
」
と
呼

ば
れ
る
博
打
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
大

館
市
史
』
に
よ
る
と
、「
ホ
ウ
ビ
キ
は
主
に
女
の
人

の
遊
び
だ
っ
た
。
集
ま
っ
た
人
数
分
の
麻
縄
を
用
意

し
、
そ
の
一
本
に
タ
マ
ク
ラ
を
つ
け
る
。
タ
マ
ク
ラ

と
は
鎌
や
鉈
の
柄
に
は
め
て
お
く
金
の
輪
で
、
胴
元

は
そ
れ
が
つ
い
て
い
る
縄
を
人
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う
に

座
に
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
縄
を
引
き
、
タ
マ
ク
ラ
が

つ
い
た
縄
を
引
き
当
て
た
人
に
金
が
渡
る
」
と
い
う

博
打
で
し
た
。『
鹿
角
市
史
』
や
『
比
内
町
史
』
に

も
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
女
性
に
限
ら
ず
、
男
性
が

行
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
真
澄
が
世
話
に

な
っ
て
い
た
村
長
宅
に
も
男
女
関
係
な
く
、
大
勢
の

人
が
集
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　さ
て
、
真
澄
も
こ
の
博
打
に
参
加
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
日
記
に
は
「
お
な
じ
宿
の
奥
ふ
か
う
ふ
し
た

れ
ば
、
夜
も
す
が
ら
耳
に
た
ち
て
、
と
も
に
居
あ
か

し
た
る
に
ひ
と
し
か
り
き
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
う
や

ら
真
澄
は
博
打
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

た
だ
、
床
に
つ
い
た
も
の
の
、
人
々
の
賑
や
か
な
声

が
聞
こ
え
て
、
眠
り
に
は
つ
け
ず
、
一
緒
に
徹
夜
し

た
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
年
に
一

度
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
日
頃
の
厳
し
い
労
働

を
束
の
間
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
最
大
の
楽
し
み

で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　県
内
で
「
火
振
り
か
ま
く
ら
」
と
言
え
ば
、
仙
北

市
角
館
が
有
名
で
す
。
し
か
し
、
真
澄
は
そ
の
火
振

り
か
ま
く
ら
を
享
和
三
年
一
月
十
四
日
、
現
在
の
大

館
市
十
二
所
で
見
て
い
ま
す
。
日
記
に
は
「
夕
方
か

▼
大
騒
ぎ
の
一
夜

▼
十
二
所
か
ま
く
ら
や
き

ら
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
、
十
二
所
で
行
う
、
か
ま

く
ら
や
く
の
祝
い
を
見
物
に
出
か
け
て
行
っ
た
。（
中

略
）
秋
の
落
葉
を
か
き
集
め
て
俵
に
つ
め
、
火
を
つ

け
て
盛
ん
に
振
り
回
す
と
、
雪
の
上
に
紅
葉
が
散
る

よ
う
に
火
花
が
散
っ
た
。
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
景

は
、
風
情
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　十
二
所
の
火
振
り
か
ま
く
ら
に
関
し
て
は
、
近
年

ま
で
は
す
っ
か
り
途
絶
え
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行

事
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
地
元
の
人
は
皆
無
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
古
老
に
聞
い
て
も
昭
和
初
期
に
は
も

う
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、

真
澄
の
記
録
を
も
と
に
、
平
成
二
十
三
年
か
ら
「
十

二
所
か
ま
く
ら
や
き
」の
名
称
で
、地
元
有
志
の
方
々

が
こ
の
行
事
を
復
活
さ
せ
、
現
在
は
冬
の
小
正
月
行

事
と
し
て
地
元
住
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　真
澄
も
記
述
し
て
い
ま
す
が
、
火
振
り
か
ま
く
ら

は
左
義
長
の
一
種
で
あ
り
、
厄
を
祓
い
、
無
病
息
災

や
家
内
安
全
を
願
う
も
の
で
し
た
。「
十
二
所
か
ま

く
ら
や
き
」
の
よ
う
に
、
一
時
は
失
わ
れ
、
忘
れ
ら

れ
て
い
た
行
事
が
、
真
澄
の
記
録
を
き
っ
か
け
に
再

び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
人
た
ち
に
親
し

ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
真
澄
に
と
っ
て
も
記
録

を
残
し
た
甲
斐
が
あ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
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すすきの
　　　出湯

平成31年 令和元年
３月１６日（土）　～　　　５月１２日（日）

　享
和
三
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
大
館
市
大
滝
温
泉

周
辺
で
過
ご
し
た
真
澄
は
、
同
年
四
月
末
、
次
の
滞

在
地
を
現
在
の
大
館
市
比
内
町
扇
田
と
定
め
ま
し

た
。
真
澄
は
扇
田
の
町
に
つ
い
て
、「
月
に
三
度
、

市
が
た
つ
。
女
は
菅
笠
を
手
仕
事
に
し
て
、
朝
早
く

か
ら
起
き
出
て
作
っ
て
い
る
」
と
日
記
に
記
し
て
い

ま
す
。真
澄
が
記
し
た
扇
田
の
菅
笠
は
、『
比
内
町
史
』

に
よ
る
と
、「
幾
百
年
以
前
か
ら
の
特
産
品
」で
あ
り
、

　
菅
江
真
澄
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
か
ら
文

化
四
年
（
一
八
〇
七
）
頃
ま
で
の
間
、
現
在
の
県
北

部
の
能
代
山
本
・
大
館
北
秋
田
・
鹿
角
の
各
地
域
に

滞
在
し
、
様
々
な
と
こ
ろ
を
巡
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

間
、
多
く
の
日
記
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　『
す
す
き
の
出
湯
』
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

の
一
月
〜
五
月
末
（
閏
一
月
を
含
む
）
の
六
ヶ
月
間

の
日
記
で
す
。
大
館
市
大
滝
温
泉
を
拠
点
と
し
な
が

ら
、
同
市
十
二
所
に
も
足
を
伸
ば
し
て
約
五
ヶ
月
間

を
過
ご
し
ま
す
。
五
月
に
は
大
館
市
比
内
か
ら
北
秋

田
市
森
吉
山
麓
に
あ
る
白
糸
の
滝
を
目
指
し
ま
す
。

真
澄
は
そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴

史
、
文
化
、
習
俗
な
ど
を
詳
し
く
記
録
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
時
代
の
中
、

現
代
で
は
す
で
に
失
わ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。
真
澄
の
記
録
を
通
し
て
、
改
め
て
ふ
る

さ
と
秋
田
の
魅
力
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

白糸の滝
『すすきの出湯』館蔵写本

木の葉石硯　館蔵
上部に木の葉の化石がある。

宝引用具　鹿角市・個人蔵

十二所かまくらやき
夏井雅人氏撮影　2018/2/14

昭和50年代から実際に使われてきた宝引用具。
当たりの縄には五円玉の束が付けられている。

大
滝
温
泉
薬
師
堂
の
す
す
き

　
　
　
　
　
　『
す
す
き
の
出
湯
』
館
蔵
写
本

農
閑
期
に
女
性
が
行
う
農
家
の
副
業
で
し
た
。
真
澄

の
日
記
原
文
で
は
「
朝
顔
む
か
ふ
鏡
笠
、
岸
の
柳
の

風
ふ
く
れ
、
来
寄
る
波
笠
う
ち
重
ね
、
冬
の
歩
路
の

雪
お
ろ
し
は
名
さ
へ
涼
し
げ
に
」
な
ど
の
よ
う
に
、

七
五
調
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
、
そ
の
種
類
の
多
さ
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。（
あ
さ
が
お
・
鏡
・
ふ

く
れ
・
な
み
・
雪
お
ろ
し
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
笠
の

名
称
）、
種
類
の
多
さ
か
ら
も
盛
ん
な
産
業
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　ま
た
真
澄
は
、
白
糸
の
滝
か
ら
扇
田
に
戻
る
道
中

で
大
葛
金
山
に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。日
記
に
は「
鉱

山
の
支
配
人
で
あ
る
荒
河
富
訓
と
い
う
人
に
会
っ

た
」
と
あ
り
、
そ
の
計
ら
い
で
鉱
山
内
に
あ
る
役
所

に
泊
め
て
も
ら
っ
た
り
、
鉱
山
各
所
を
見
て
様
々
な

話
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

　日
記
内
で
は
鉱
山
の
支
配
人
を
「
荒
河
」
氏
と
表

記
し
て
い
ま
す
が
、『
比
内
町
史
』
に
よ
る
と
、
安

永
八
年
（
一
七
七
九
）
か
ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

ま
で
の
約
九
十
年
間
、
鉱
山
の
支
配
人
は
代
々
「
荒

谷
」
家
が
務
め
た
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
真
澄
の

勘
違
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
真
澄
が
会
っ
た
人

物
は
荒
谷
家
第
十
一
代
当
主 

荒
谷
忠
右
衛
門
富
訓
、

そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　江
戸
時
代
前
期
の
秋
田
藩
に
お
け
る
鉱
業
生
産
の

主
は
、
院
内
銀
山
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
銀
で
し
た

が
、
金
山
と
し
て
、
阿
仁
や
杉
沢
（
旧
西
仙
北
町
、

小
杉
沢
と
も
）、
そ
し
て
大
葛
が
隆
盛
を
誇
り
ま
し

た
。
当
然
、
多
く
の
人
々
が
働
き
、
人
の
数
だ
け
物

語
も
生
ま
れ
ま
す
。
鉱
夫
と
鉱
山
主
の
関
係
性
が
よ

く
表
さ
れ
た
滑
稽
話
や
、
仕
事
上
、
短
命
に
な
っ
て

し
ま
う
鉱
夫
を
夫
に
持
つ
妻
の
悲
話
な
ど
、
真
澄
は

大
葛
金
山
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
話
を
日
記
に
書
き
留

め
て
い
ま
す
。

か
ち

お
お
く
ぞ

じ

　享
和
三
年
五
月
、
真
澄
は
、
現
在
の
大
館
市
比
内

町
扇
田
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
医
師
の
武

田
成
親
（
敬
夫
）
が
訪
ね
て
き
て
、「
白
糸
の
滝
を

見
に
行
か
な
い
か
」
と
真
澄
を
誘
い
ま
す
。
実
は
そ

の
前
年
の
享
和
二
年
十
二
月
、
真
澄
は
厳
冬
期
の
山

中
を
難
渋
し
な
が
ら
、
現
在
の
北
秋
田
市
森
吉
に
あ

る
白
糸
の
滝
を
目
指
し
て
歩
い
た
経
緯
が
あ
り
ま
し

た
。「
昨
年
は
、雪
の
せ
い
で
十
分
に
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
も
う
一
度
白
糸
の
滝
を
見
た
い
」
と
の
思
い
に

駆
ら
れ
、
真
澄
は
成
親
と
共
に
出
発
し
ま
す
。

　実
は
真
澄
が
白
糸
の
滝
を
目
指
す
の
に
は
、
も
う

一
つ
別
の
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
硯
」
の
原

料
と
な
る
石
の
採
取
で
す
。
前
年
訪
れ
た
際
の
日
記

『
雪
の
秋
田
根
』に
は
、「
硯
台
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
多
く
石
材
が
で
る
。
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
、

楓
や
ぶ
な
、か
し
わ
葉
な
ど
の
花
紋
石
が
あ
る
。（
中

略
）
し
か
し
、
雪
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
と
る

こ
と
も
で
き
ず
、
今
は
む
な
し
く
眺
め
る
ば
か
り
で

あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
花
紋
石
と
は
、
植
物
の

化
石
を
含
ん
だ
硬
質
黒
色
泥
岩
の
こ
と
で
、
別
名
、

木
の
葉
石
と
い
い
ま
す
。『
森
吉
町
史
資
料
編 

第
七

集 

木
葉
硯
』
に
よ
る
と
、
現
在
で
も
白
糸
の
滝
の

上
流
周
辺
に
は
、
俗
に
硯
の
沢
と
呼
ば
れ
る
場
所
が

あ
り
、硯
の
原
料
に
な
る
石
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

文
人
で
あ
る
真
澄
は
、
こ
の
地
で
採
れ
る
珍
し
い
硯

石
に
対
し
て
大
き
な
関
心
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

前
回
果
た
せ
な
か
っ
た
硯
石
採
取
を
、
今
回
こ
そ
は

と
願
う
真
澄
で
し
た
が
、
真
澄
が
滝
に
到
着
し
た
前

後
数
日
間
は
、生
憎
の
雨
で
水
か
さ
が
増
し
て
お
り
、

残
念
な
が
ら
真
澄
は
、
今
回
も
ま
た
硯
石
を
手
に
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
ず
り

か
え
で

　享
和
三
年
一
月
一
日
、
真
澄
は
現
在
の
大
館
市
大

滝
温
泉
で
新
年
を
迎
え
ま
す
。日
記
の
タ
イ
ト
ル『
す

す
き
の
出
湯
』
と
は
、大
滝
温
泉
の
こ
と
で
す
。「
大

滝
温
泉
の
湯
元
で
あ
る
薬
師
堂
を
訪
れ
る
と
、
出
湯

が
湧
き
出
る
と
こ
ろ
に
板
を
し
き
、
土
を
の
せ
、
す

す
き
を
一
も
と
植
え
て
あ
り
、
そ
れ
が
も
う
芽
ぐ
ん

で
い
た
。
そ
の
由
来
を
尋
ね
る
と
、
遠
い
昔
、
不
思

議
な
老
人
が
卵
の
殻
に
湯
を
つ
め
、
こ
れ
を
す
す
き

の
苞
に
つ
つ
ん
で
、
こ
こ
に
捨
て
て
い
っ
た
。
そ
れ

以
来
こ
こ
に
温
泉
が
湧
き
始
め
た
。
そ
れ
で
、
こ
う

し
て
す
す
き
を
植
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
温
泉
を
す
す
き
の
出
湯
と
か
、
た
ま

ご
の
湯
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
」
と
真
澄

は
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
日
記
中
の
図
絵
に
は
、
す

す
き
の
花
が
穂
波
を
な
び
か
せ
る
様
子
を
描
い
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
季
節
は
一
月

で
す
。
花
が
咲
い
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
こ
れ
は
、
真
澄
自
身

が
図
絵
の
傍
ら
に
わ
ざ
わ
ざ
「
秋
見
し
画
」
と
書
い

て
い
る
よ
う
に
、
以
前
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
を

つ
と

カ
タ

白
糸
の
滝
へ
、
再
び

１

北
秋
田
市
森
吉

農
村
で
迎
え
る
賑
や
か
な
新
年

３

大
館
市
大
滝
温
泉
・
十
二
所

菅
笠
と
金
山
の
話

２

大
館
市
比
内

ほ
う
び
き

さ  

ぎ
ち
ょ
う

思
い
出
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
、
日
記
の
タ

イ
ト
ル
を
『
す
す
き
の
出
湯
』
と
し
た
の
は
、
そ
こ

で
見
た
す
す
き
に
趣
が
あ
り
、
真
澄
の
印
象
に
強
く

残
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　大
滝
温
泉
や
近
隣
の
十
二
所
で
、
真
澄
は
人
々
が

賑
や
か
に
正
月
・
小
正
月
を
過
ご
す
様
子
を
目
に
し
、

日
記
に
詳
し
く
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　　「
一
月
八
日
は
、
大
滝
温
泉
の
湯
の
神
を
祀
る
日

で
あ
る
。
そ
の
た
め
前
夜
、
一
月
七
日
の
夜
か
ら
日

待
ち
を
す
る
。
村
長
の
家
に
大
勢
集
ま
り
、
ど
ん
づ

く
、
た
か
ら
び
き
、
六
半
と
い
っ
た
ば
く
ち
を
す
る
」

と
真
澄
は
日
記
に
記
し
て
い
ま
す
。
日
待
ち
と
は
、

徹
夜
で
朝
を
待
つ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
間
、
普
段

は
掟
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
博
打
を
し
て
大
騒
ぎ
を
し

た
よ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
、
皆
を
戒
め
る
立
場
で
あ

る
は
ず
の
村
長
の
家
で
行
っ
て
い
る
時
点
で
お
か
し

な
話
で
す
が
、
正
月
の
今
日
ば
か
り
は
、
村
長
も
見

逃
す
の
で
し
ょ
う
。

　様
々
な
博
打
を
し
た
よ
う
で
す
が
、
真
澄
が
「
た

か
ら
び
き
」
と
表
記
し
た
博
打
は
、「
宝
引
」
と
呼

ば
れ
る
博
打
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
大

館
市
史
』
に
よ
る
と
、「
ホ
ウ
ビ
キ
は
主
に
女
の
人

の
遊
び
だ
っ
た
。
集
ま
っ
た
人
数
分
の
麻
縄
を
用
意

し
、
そ
の
一
本
に
タ
マ
ク
ラ
を
つ
け
る
。
タ
マ
ク
ラ

と
は
鎌
や
鉈
の
柄
に
は
め
て
お
く
金
の
輪
で
、
胴
元

は
そ
れ
が
つ
い
て
い
る
縄
を
人
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う
に

座
に
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
縄
を
引
き
、
タ
マ
ク
ラ
が

つ
い
た
縄
を
引
き
当
て
た
人
に
金
が
渡
る
」
と
い
う

博
打
で
し
た
。『
鹿
角
市
史
』
や
『
比
内
町
史
』
に

も
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
女
性
に
限
ら
ず
、
男
性
が

行
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
真
澄
が
世
話
に

な
っ
て
い
た
村
長
宅
に
も
男
女
関
係
な
く
、
大
勢
の

人
が
集
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　さ
て
、
真
澄
も
こ
の
博
打
に
参
加
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
日
記
に
は
「
お
な
じ
宿
の
奥
ふ
か
う
ふ
し
た

れ
ば
、
夜
も
す
が
ら
耳
に
た
ち
て
、
と
も
に
居
あ
か

し
た
る
に
ひ
と
し
か
り
き
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
う
や

ら
真
澄
は
博
打
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

た
だ
、
床
に
つ
い
た
も
の
の
、
人
々
の
賑
や
か
な
声

が
聞
こ
え
て
、
眠
り
に
は
つ
け
ず
、
一
緒
に
徹
夜
し

た
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
年
に
一

度
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
日
頃
の
厳
し
い
労
働

を
束
の
間
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
最
大
の
楽
し
み

で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　県
内
で
「
火
振
り
か
ま
く
ら
」
と
言
え
ば
、
仙
北

市
角
館
が
有
名
で
す
。
し
か
し
、
真
澄
は
そ
の
火
振

り
か
ま
く
ら
を
享
和
三
年
一
月
十
四
日
、
現
在
の
大

館
市
十
二
所
で
見
て
い
ま
す
。
日
記
に
は
「
夕
方
か

▼
大
騒
ぎ
の
一
夜

▼
十
二
所
か
ま
く
ら
や
き

ら
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
、
十
二
所
で
行
う
、
か
ま

く
ら
や
く
の
祝
い
を
見
物
に
出
か
け
て
行
っ
た
。（
中

略
）
秋
の
落
葉
を
か
き
集
め
て
俵
に
つ
め
、
火
を
つ

け
て
盛
ん
に
振
り
回
す
と
、
雪
の
上
に
紅
葉
が
散
る

よ
う
に
火
花
が
散
っ
た
。
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
景

は
、
風
情
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　十
二
所
の
火
振
り
か
ま
く
ら
に
関
し
て
は
、
近
年

ま
で
は
す
っ
か
り
途
絶
え
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行

事
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
地
元
の
人
は
皆
無
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
古
老
に
聞
い
て
も
昭
和
初
期
に
は
も

う
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、

真
澄
の
記
録
を
も
と
に
、
平
成
二
十
三
年
か
ら
「
十

二
所
か
ま
く
ら
や
き
」の
名
称
で
、地
元
有
志
の
方
々

が
こ
の
行
事
を
復
活
さ
せ
、
現
在
は
冬
の
小
正
月
行

事
と
し
て
地
元
住
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　真
澄
も
記
述
し
て
い
ま
す
が
、
火
振
り
か
ま
く
ら

は
左
義
長
の
一
種
で
あ
り
、
厄
を
祓
い
、
無
病
息
災

や
家
内
安
全
を
願
う
も
の
で
し
た
。「
十
二
所
か
ま

く
ら
や
き
」
の
よ
う
に
、
一
時
は
失
わ
れ
、
忘
れ
ら

れ
て
い
た
行
事
が
、
真
澄
の
記
録
を
き
っ
か
け
に
再

び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
人
た
ち
に
親
し

ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
真
澄
に
と
っ
て
も
記
録

を
残
し
た
甲
斐
が
あ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
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真
澄
の
日
記
や
地
誌
な
ど
は
、
公
を
意
識
し
て
書

か
れ
て
お
り
、
真
澄
個
人
の
心
情
を
直
接
的
に
表
し

て
い
る
箇
所
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
真
澄
が
親
し
い
人
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
は
、

飾
ら
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
真
澄
の
私
的
な
心
情
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「
便
り
」
と
い
う
言
葉
を
辞
書
で
引
く
と
「
頼
り

と
同
源
」
と
あ
り
ま
す
。
日
々
、
旅
の
中
に
生
き
た

真
澄
に
と
っ
て
「
便
り
」
を
出
す
相
手
は
、
文
字
通

り
異
郷
の
地
で
「
頼
り
」
に
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
信
頼
す
る
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、
心
置
き

な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
内
容
が
そ
こ
に
は
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　
真
澄
自
筆
の
書
簡
資
料
を
元
に
、
そ
こ
か
ら
垣
間

見
え
る
、
飾
ら
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
真
澄
の
人
物
像

に
思
い
を
巡
ら
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

翻
　
刻

　
其
席
御
頼
ミ
之

　
品
い
そ
ぎ
書
候
処
、

　
例
之
如
く
悪
出
来
、

　
今
般
は
過
急
之
事

　
故
あ
ま
り
い
つ
も
な
が
ら

　
と
も
存
候
得
共
、
見
苦
ク

　
御
座
候
間
、
跡
よ
り
認
直
し

　
差
上
可
申
上
候
。
是
は

　
反
古
に
御
な
し
可
被
下
候
。

意
　
訳

　
以
前
会
っ
た
際
に
頼
ま
れ
た
書
き
物
に
つ
い
て
で

す
が
、
急
い
で
書
き
上
げ
ま
し
た
。
た
だ
、
い
つ
も

な
が
ら
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
出
来
が
悪
い

の
で
す
。今
回
は
慌
た
だ
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

い
つ
も
な
が
ら
と
は
言
え
、
大
変
見
苦
し
い
出
来
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
書
き
直
し
ま
し
て

再
度
差
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。
今
回
お
贈
り
し
た

も
の
は
お
捨
て
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
　

　真
澄
自
ら
が
直
枝
に
贈
っ
た
書
の
出
来
が
気
に
入

ら
ず
、
書
き
直
さ
せ
て
欲
し
い
旨
を
書
簡
に
書
い
て

い
ま
す
。「
例
之
如
く
悪
出
来
」
と
は
、
真
澄
の
謙

遜
で
し
ょ
う
が
、
い
ず
れ
人
に
贈
る
物
で
あ
れ
ば
、

自
ら
納
得
し
た
も
の
を
贈
り
た
い
と
考
え
る
、
真
澄

の
「
生
真
面
目
な
」
人
柄
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

翻
　
刻

　
　
　
　
　
　
　
此
度
の
金
沢
の

　
記
、
な
ほ
ま
た
大
曲
辺
の
書
記

　
何
卒
能
ク 

〳
〵
御
一
覧
可
被
下
候

　
様
奉
願
上
候
。
年
来
書
上
候
得
共
、

　
ど
こ
が
あ
し
き
か
よ
き
か
一
向
に

　
た
れ
〳
〵
さ
ま
も
否
の
仰
も
無
之
、

　
な
ほ
又
長
秋
主
よ
り
も
何
と
も

　
申
参
ら
ず
、
は
り
合
も

　
無
之
候
。

意
　
訳

　
こ
の
た
び
の
金
沢
や
大
曲
辺
り
の
記
録
を
何
卒
よ

く
ご
覧
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
数

年
書
き
上
げ
て
き
た
地
誌
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
こ

が
悪
く
て
ど
こ
が
よ
い
の
か
一
向
に
誰
も
言
っ
て
く

れ
ま
せ
ん
。（
鳥
屋
）
長
秋
【
久
保
田
（
現
秋
田
市
）

の
町
人
。
生
来
の
向
学
心
か
ら
古
典
を
読
み
、
歌
を

詠
む
な
ど
し
た
。
真
澄
の
死
後
、
そ
の
墓
碑
を
建
立

す
る
た
め
に
尽
力
し
た
人
物
】
で
さ
え
も
何
も
言
っ

て
こ
ず
、
張
り
合
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　自
身
が
作
成
し
た
地
誌
に
つ
い
て
、
誰
も
評
価
し

て
く
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
不
安
を
、
友
人
で
あ

り
、
真
澄
と
秋
田
藩
と
の
橋
渡
し
役
で
も
あ
っ
た
高

階
貞
房
【
秋
田
藩
士
。
本
居
大
平
門
下
で
国
学
を
学

び
、
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
の
代
に
は
大
小
姓
、
十
代

義
厚
の
代
に
は
目
付
を
務
め
た
人
物
】
に
宛
て
た
書

簡
に
て
切
々
と
語
っ
て
い
ま
す
。
自
身
が
手
が
け
た

も
の
を
「
よ
い
も
の
だ
」
と
褒
め
ら
れ
れ
ば
、
素
直

に
う
れ
し
い
し
、
よ
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
指
摘

し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
心
情
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
全
く
何
の
反
応
も
な
い
、
と
い
う

の
が
真
澄
に
と
っ
て
は
一
番
寂
し
い
こ
と
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　真
澄
が
旅
を
す
る
中
で
、
多
く
の
人
に
助
け
ら
れ
、

支
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
真
澄
自
身
も
ま
た
関
わ
っ

た
人
々
に
対
し
て
深
い
思
い
や
り
を
持
っ
て
接
し
て

き
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
書
簡
に
は
、
真

澄
が
友
人
や
そ
の
家
族
を
心
配
す
る
文
言
が
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。

　大
友
直
枝
が
眼
病
を
患
っ
た
際
、
病
状
を
心
配
す

る
真
澄
は
、
直
枝
に
書
簡
を
送
り
、
必
要
で
あ
れ
ば
、

目
洗
い
薬
を
用
意
す
る
の
で
申
し
つ
け
て
欲
し
い
こ

と
、
そ
し
て
目
の
た
だ
れ
に
効
果
が
あ
る
塗
り
薬
を

送
る
の
で
、
使
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

こ
の
塗
り
薬
と
は
、
真
澄
自
ら
が
製
薬
し
、
各
地
で

診
察
し
た
患
者
へ
も
投
薬
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
「
金
花
香
油
」
の
こ
と
で
す
。

　ま
た
小
西
宮
太
郎
【
今
宿
（
現
横
手
市
雄
物
川
町
）

の
肝
煎
。
真
澄
が
地
誌
作
成
の
た
め
当
地
の
巡
村
調

査
を
し
た
際
に
協
力
し
た
人
物
】
に
宛
て
た
書
簡
で

は
、
宮
太
郎
の
父
親
が
病
気
を
患
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
暑
さ
の
厳
し
い
夏
を
迎
え
、
い
よ
い
よ
過
ご

し
に
く
く
な
る
こ
と
を
心
配
す
る
言
葉
を
寄
せ
て
い

ま
す
。

　真
澄
は
型
通
り
の
挨
拶
で
は
な
く
、
友
人
や
そ
の

家
族
を
心
配
し
、
親
身
に
な
っ
て
労
わ
る
言
葉
を
書

簡
に
認
め
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
書
簡
の
様
子
か

ら
は
、
心
根
の
優
し
い
真
澄
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
す
。

翻
　
刻

　
　
　
　
　 

一 

此
程
御
眼
病

　
い
か
ゞ
御
入
候
や
。
も
し
い
ま
だ

　
相
か
は
ら
ず
候
は
ゞ
、
あ
ら
ひ
薬

　
仰
下
さ
れ
が
し
。
一 

此
薬
は

　
手
制
の
油
薬
に
て
、
大
人

　
小
人
口
中
に
入
り
候
て
も
よ
ろ
し
く
候
。

　
眼
の
た
ゞ
れ
な
ど
御
ぬ
り
可
然
候
。

翻 

刻
　
　
　
　
　
　
　
　
先（
達
＝
脱
）而

　
之
御
文
章
ニ
御
親
父
様

　
御
病
気
之
由
被
仰
聞
候
条
、

　
此
程
は
御
快
方
ニ
被
入
候
や
。
時
分

　
か
ら
と
は
申
な
が
ら
、
当
年
は

　
別
而
甚
暑
之
趣
に
お
も
は
れ
候
。

　
御
病
人
様
な
ど
は
大
ニ
御
困
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
と
存
し
候
。

　真
澄
の
人
物
像
を
考
え
た
時
に
、「
生
真
面
目
」
と

い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ば
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
記

や
地
誌
の
書
き
ぶ
り
な
ど
か
ら
類
推
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
が
、
真
澄
が
友
人
、
大
友

直
枝
【
保
呂
羽
山
波
宇
志
別
神
社
（
現
横
手
市
大
森

町
）
の
社
家
で
あ
る
大
友
家
の
嫡
子
。
藩
校
明
徳
館

の
和
学
方
で
教
鞭
を
執
っ
た
人
物
】
に
宛
て
た
書
簡

の
中
に
、
そ
の
生
真
面
目
さ
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
り
ま
す
。

ほ

　ろ

　わ

さ
ん

わ
け

は

う

　し

生
真
面
目
な
真
澄

１
友
人
や
そ
の
家
族
を

　
　
　
心
配
す
る
真
澄

３

　日
記
や
地
誌
の
中
に
、
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
自
身

の
感
情
を
表
す
よ
う
な
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
書
か
な

い
真
澄
で
す
が
、
親
し
い
友
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で

は
、
少
々
感
情
的
に
な
っ
て
愚
痴
を
こ
ぼ
す
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

愚
痴
を
こ
ぼ
す
真
澄

２

文政８年（１８２５）１０月９日付
　　　高階貞房宛書簡（部分）【館蔵】

か
ね
ざ
わ

は
し

と
や
の

な
が
き

さ
だ
ふ
さ

お
お
ひ
ら

い
ま
し
ゅ
く

し
た
た

た
か

よ
し
ま
さ

よ
し
ひ
ろ
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Letter from 真澄
-真澄からの便り-

文化１３年（１８１６）１０月２０日付　大友直枝宛書簡（部分）【個人蔵】

文政２年（１８１９）４月１６日付　大友直枝宛書簡（部分）【個人蔵】

文政８年（１８２５）６月１９日付　小西宮太郎宛書簡（部分）【館蔵】

　
真
澄
の
日
記
や
地
誌
な
ど
は
、
公
を
意
識
し
て
書

か
れ
て
お
り
、
真
澄
個
人
の
心
情
を
直
接
的
に
表
し

て
い
る
箇
所
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
真
澄
が
親
し
い
人
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
は
、

飾
ら
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
真
澄
の
私
的
な
心
情
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「
便
り
」
と
い
う
言
葉
を
辞
書
で
引
く
と
「
頼
り

と
同
源
」
と
あ
り
ま
す
。
日
々
、
旅
の
中
に
生
き
た

真
澄
に
と
っ
て
「
便
り
」
を
出
す
相
手
は
、
文
字
通

り
異
郷
の
地
で
「
頼
り
」
に
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
信
頼
す
る
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、
心
置
き

な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
内
容
が
そ
こ
に
は
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　
真
澄
自
筆
の
書
簡
資
料
を
元
に
、
そ
こ
か
ら
垣
間

見
え
る
、
飾
ら
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
真
澄
の
人
物
像

に
思
い
を
巡
ら
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

翻
　
刻

　
其
席
御
頼
ミ
之

　
品
い
そ
ぎ
書
候
処
、

　
例
之
如
く
悪
出
来
、

　
今
般
は
過
急
之
事

　
故
あ
ま
り
い
つ
も
な
が
ら

　
と
も
存
候
得
共
、
見
苦
ク

　
御
座
候
間
、
跡
よ
り
認
直
し

　
差
上
可
申
上
候
。
是
は

　
反
古
に
御
な
し
可
被
下
候
。

意
　
訳

　
以
前
会
っ
た
際
に
頼
ま
れ
た
書
き
物
に
つ
い
て
で

す
が
、
急
い
で
書
き
上
げ
ま
し
た
。
た
だ
、
い
つ
も

な
が
ら
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
出
来
が
悪
い

の
で
す
。今
回
は
慌
た
だ
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

い
つ
も
な
が
ら
と
は
言
え
、
大
変
見
苦
し
い
出
来
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
書
き
直
し
ま
し
て

再
度
差
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。
今
回
お
贈
り
し
た

も
の
は
お
捨
て
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
　

　真
澄
自
ら
が
直
枝
に
贈
っ
た
書
の
出
来
が
気
に
入

ら
ず
、
書
き
直
さ
せ
て
欲
し
い
旨
を
書
簡
に
書
い
て

い
ま
す
。「
例
之
如
く
悪
出
来
」
と
は
、
真
澄
の
謙

遜
で
し
ょ
う
が
、
い
ず
れ
人
に
贈
る
物
で
あ
れ
ば
、

自
ら
納
得
し
た
も
の
を
贈
り
た
い
と
考
え
る
、
真
澄

の
「
生
真
面
目
な
」
人
柄
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

翻
　
刻

　
　
　
　
　
　
　
此
度
の
金
沢
の

　
記
、
な
ほ
ま
た
大
曲
辺
の
書
記

　
何
卒
能
ク 

〳
〵
御
一
覧
可
被
下
候

　
様
奉
願
上
候
。
年
来
書
上
候
得
共
、

　
ど
こ
が
あ
し
き
か
よ
き
か
一
向
に

　
た
れ
〳
〵
さ
ま
も
否
の
仰
も
無
之
、

　
な
ほ
又
長
秋
主
よ
り
も
何
と
も

　
申
参
ら
ず
、
は
り
合
も

　
無
之
候
。

意
　
訳

　
こ
の
た
び
の
金
沢
や
大
曲
辺
り
の
記
録
を
何
卒
よ

く
ご
覧
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
数

年
書
き
上
げ
て
き
た
地
誌
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
こ

が
悪
く
て
ど
こ
が
よ
い
の
か
一
向
に
誰
も
言
っ
て
く

れ
ま
せ
ん
。（
鳥
屋
）
長
秋
【
久
保
田
（
現
秋
田
市
）

の
町
人
。
生
来
の
向
学
心
か
ら
古
典
を
読
み
、
歌
を

詠
む
な
ど
し
た
。
真
澄
の
死
後
、
そ
の
墓
碑
を
建
立

す
る
た
め
に
尽
力
し
た
人
物
】
で
さ
え
も
何
も
言
っ

て
こ
ず
、
張
り
合
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　自
身
が
作
成
し
た
地
誌
に
つ
い
て
、
誰
も
評
価
し

て
く
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
不
安
を
、
友
人
で
あ

り
、
真
澄
と
秋
田
藩
と
の
橋
渡
し
役
で
も
あ
っ
た
高

階
貞
房
【
秋
田
藩
士
。
本
居
大
平
門
下
で
国
学
を
学

び
、
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
の
代
に
は
大
小
姓
、
十
代

義
厚
の
代
に
は
目
付
を
務
め
た
人
物
】
に
宛
て
た
書

簡
に
て
切
々
と
語
っ
て
い
ま
す
。
自
身
が
手
が
け
た

も
の
を
「
よ
い
も
の
だ
」
と
褒
め
ら
れ
れ
ば
、
素
直

に
う
れ
し
い
し
、
よ
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
指
摘

し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
心
情
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
全
く
何
の
反
応
も
な
い
、
と
い
う

の
が
真
澄
に
と
っ
て
は
一
番
寂
し
い
こ
と
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　真
澄
が
旅
を
す
る
中
で
、
多
く
の
人
に
助
け
ら
れ
、

支
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
真
澄
自
身
も
ま
た
関
わ
っ

た
人
々
に
対
し
て
深
い
思
い
や
り
を
持
っ
て
接
し
て

き
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
書
簡
に
は
、
真

澄
が
友
人
や
そ
の
家
族
を
心
配
す
る
文
言
が
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。

　大
友
直
枝
が
眼
病
を
患
っ
た
際
、
病
状
を
心
配
す

る
真
澄
は
、
直
枝
に
書
簡
を
送
り
、
必
要
で
あ
れ
ば
、

目
洗
い
薬
を
用
意
す
る
の
で
申
し
つ
け
て
欲
し
い
こ

と
、
そ
し
て
目
の
た
だ
れ
に
効
果
が
あ
る
塗
り
薬
を

送
る
の
で
、
使
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

こ
の
塗
り
薬
と
は
、
真
澄
自
ら
が
製
薬
し
、
各
地
で

診
察
し
た
患
者
へ
も
投
薬
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
「
金
花
香
油
」
の
こ
と
で
す
。

　ま
た
小
西
宮
太
郎
【
今
宿
（
現
横
手
市
雄
物
川
町
）

の
肝
煎
。
真
澄
が
地
誌
作
成
の
た
め
当
地
の
巡
村
調

査
を
し
た
際
に
協
力
し
た
人
物
】
に
宛
て
た
書
簡
で

は
、
宮
太
郎
の
父
親
が
病
気
を
患
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
暑
さ
の
厳
し
い
夏
を
迎
え
、
い
よ
い
よ
過
ご

し
に
く
く
な
る
こ
と
を
心
配
す
る
言
葉
を
寄
せ
て
い

ま
す
。

　真
澄
は
型
通
り
の
挨
拶
で
は
な
く
、
友
人
や
そ
の

家
族
を
心
配
し
、
親
身
に
な
っ
て
労
わ
る
言
葉
を
書

簡
に
認
め
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
書
簡
の
様
子
か

ら
は
、
心
根
の
優
し
い
真
澄
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
す
。

翻
　
刻

　
　
　
　
　 

一 

此
程
御
眼
病

　
い
か
ゞ
御
入
候
や
。
も
し
い
ま
だ

　
相
か
は
ら
ず
候
は
ゞ
、
あ
ら
ひ
薬

　
仰
下
さ
れ
が
し
。
一 

此
薬
は

　
手
制
の
油
薬
に
て
、
大
人

　
小
人
口
中
に
入
り
候
て
も
よ
ろ
し
く
候
。

　
眼
の
た
ゞ
れ
な
ど
御
ぬ
り
可
然
候
。

翻 

刻
　
　
　
　
　
　
　
　
先（
達
＝
脱
）而

　
之
御
文
章
ニ
御
親
父
様

　
御
病
気
之
由
被
仰
聞
候
条
、

　
此
程
は
御
快
方
ニ
被
入
候
や
。
時
分

　
か
ら
と
は
申
な
が
ら
、
当
年
は

　
別
而
甚
暑
之
趣
に
お
も
は
れ
候
。

　
御
病
人
様
な
ど
は
大
ニ
御
困
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
と
存
し
候
。

　真
澄
の
人
物
像
を
考
え
た
時
に
、「
生
真
面
目
」
と

い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ば
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
記

や
地
誌
の
書
き
ぶ
り
な
ど
か
ら
類
推
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
が
、
真
澄
が
友
人
、
大
友

直
枝
【
保
呂
羽
山
波
宇
志
別
神
社
（
現
横
手
市
大
森

町
）
の
社
家
で
あ
る
大
友
家
の
嫡
子
。
藩
校
明
徳
館

の
和
学
方
で
教
鞭
を
執
っ
た
人
物
】
に
宛
て
た
書
簡

の
中
に
、
そ
の
生
真
面
目
さ
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
り
ま
す
。

ほ

　ろ

　わ

さ
ん

わ
け

は

う

　し

生
真
面
目
な
真
澄

１
友
人
や
そ
の
家
族
を

　
　
　
心
配
す
る
真
澄

３

　日
記
や
地
誌
の
中
に
、
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
自
身

の
感
情
を
表
す
よ
う
な
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
書
か
な

い
真
澄
で
す
が
、
親
し
い
友
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で

は
、
少
々
感
情
的
に
な
っ
て
愚
痴
を
こ
ぼ
す
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

愚
痴
を
こ
ぼ
す
真
澄

２

文政８年（１８２５）１０月９日付
　　　高階貞房宛書簡（部分）【館蔵】
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　真
澄
に
よ
る
地
誌
編
纂
は
、
文
政
七
年（
一
八
二
四
）

の
平
鹿
郡
か
ら
本
格
的
に
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

先
だ
っ
て
雄
勝
郡
の
地
誌
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
整
っ
た
形
の
清
書
本
と
し
て
は
残
さ
れ
な

か
っ
た
た
め
、内
田
武
志
に
よ
る
『
菅
江
真
澄
全
集
』

解
題
に
お
い
て
は
、
私
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
い
わ
ば

習
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　全
集
に
収
め
ら
れ
た
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
を

見
て
い
く
と
、
『
六
郡
郡
邑
記
』
を
利
用
し
な
が
ら

も
そ
れ
を
徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
、
各
村
の
肝
煎
に

よ
る
組
織
だ
っ
た
協
力
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
内
田
の
考
察
を

裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　各
巻
に
記
述
さ
れ
た
地
域
的
な
広
が
り
を
想
起
し

な
が
ら
、
同
地
誌
と
同
時
進
行
で
ま
と
め
ら
れ
た
図

絵
集
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
』
全
七
冊
を
合
わ
せ
て
み

て
い
く
と
、
地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
も
理
解

し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　『
六
郡
郡
邑
記
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
巡
村
調
査

が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
執
筆
手
法
が
定
ま
っ
て
い
な

い
た
め
、平
鹿
郡
や
仙
北
郡
の
地
誌
に
見
ら
れ
る「
親

郷

－

寄
郷

－

枝
郷
」
の
村
構
成
が
把
握
し
に
く
い
。

　後
年
の
平
鹿
郡
や
仙
北
郡
の
地
誌
編
纂
で
、
真
澄

は
「
旧
跡
吟
味
役
」
と
し
て
各
村
の
肝
煎
に
よ
る
書

き
上
げ
文
書
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
組

織
だ
っ
た
協
力
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

　
文
政
年
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
平
鹿
郡

及
び
仙
北
郡
の
地
誌
の
習
作
で
、
私
的
に
ま
と
め
ら

れ
た
。（
全
集
解
題
で
内
田
武
志
が
指
摘
）

　地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
は
、
未
来
社
『
菅

江
真
澄
全
集
』
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
こ
れ
を
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ん
で

い
ま
す
。

　雄
勝
郡
の
地
誌
に
は
、
真
澄
に
よ
る
清
書
本
が
現

存
し
な
い
た
め
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
五
巻
の
底

本
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
秋

田
叢
書
』
第
三
巻
で
す
。
こ
れ
も
、
当
時
あ
っ
た
、

近
本
三
冊
（
自
筆
草
稿
）、
県
立
秋
田
図
書
館
蔵
の

写
本
四
冊
、
江
畑
本
一
冊
（
自
筆
雑
纂
）
を
校
合
し

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
中
で
も
、『
雪
の
出
羽

路
雄
勝
郡
五
』
と
い
う
も
の
は
真
澄
の
自
筆
本
に
は

な
く
、
第
一
巻
〜
第
四
巻
ま
で
に
書
か
れ
て
い
な
い

村
落
を
江
畑
本
か
ら
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

す
。　そ

の
後
、
羽
後
町
三
輪
神
社
で
『
雪
の
出
羽
路
雄

勝
郡
三
』
に
相
当
す
る
真
澄
自
筆
の
冊
子
が
発
見
さ

れ
、
そ
れ
が
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十
一
巻
に
翻
刻

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
雄
勝
郡
の
地
誌
を
読
む
に
は
、
翻

刻
本
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
か
つ
て
の
秋
田
六
郡
の
う
ち
、
最
も
南
に
位
置
す

る
雄
勝
郡
は
積
雪
の
多
い
地
域
で
す
。
菅
江
真
澄
に

と
っ
て
そ
の
印
象
は
強
く
、
地
誌
の
命
名
に
際
し
て

も
、
平
鹿
郡
と
と
も
に
「
雪
の
出
羽
路
」
と
名
付
け

ま
し
た
。真
澄
が
初
め
て
秋
田
藩
領
に
入
っ
た
の
は
、

雪
の
季
節
の
雄
勝
郡
か
ら
で
し
た
。
ま
た
、
本
格
的

な
地
誌
編
纂
に
先
立
っ
て
、
雄
勝
郡
の
地
誌
を
私
的

に
編
纂
す
る
な
ど
、
真
澄
の
秋
田
で
の
著
作
は
雄
勝

郡
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
藩
政
時
代
の
雄
勝
郡
は
、
ほ
と
ん
ど
が
現
在
の
湯

沢
市
及
び
雄
勝
郡
に
該
当
し
ま
す
が
、
わ
ず
か
に
横

手
市
の
一
部
も
含
み
ま
す
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
真

澄
の
記
録
に
つ
い
て
、
地
誌
、
地
誌
に
お
け
る
日
記
、

初
期
の
日
記
、
随
筆
、
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
の
そ
れ
ぞ

れ
の
記
録
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。
特
に
地
誌
に
つ
い

て
は
、
未
完
成
な
だ
け
に
真
澄
の
著
作
の
中
で
も
あ

ま
り
馴
染
み
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
興

味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
　

第80回企画コーナー展

湯沢・雄勝
を記録する

令和元年
１０月１９日（土）　～　１２月８日（日）

秋
田
領
六
郡
絵
図
（
部
分
）

テ
キ
ス
ト
成
立
へ
の
理
解

雄
勝
郡
巡
村
調
査
の
時
期

地
誌
で
の
記
録

１

地
誌
中
の
日
記
で
の
記
録

2
随
筆
で
の
記
録

3
初
期
日
記
で
の
記
録

4
勝
地
臨
毫
で
の
記
録

5

役内村

河井村

中村

寺沢荘

小野七郷

泉沢村

逆巻村

関口郷

桑箇埼郷

相河郷

高松村

宇留院内村

石塚郷

切畑郷

松岡郷

床舞郷

杉ノ宮村

河向郷
畠等郷

稲庭郷
三梨郷

宮田村

飯田村上仙道村

軽井沢郷 西馬音内村
足田

糠塚村

大戸村

野中村
貝沢村

赤袴村

角間村

八幡村

柳田村 倉内村
成沢村

山田村

横堀村

戸波村

八面村 東福寺村

大館郷

吉野村

荻野袋村

田子内村
岩井川村

手倉河原村

檜山台村

一巻

二巻

三巻

四巻

※親郷の村名は真澄の記述によるものです。
「村・郷・荘」とした区別の基準は不明です。

※丸ゴシック体文字の親郷には、枝郷の記述が含まれて
　います。（枝郷のない親郷の場合もあります）

『雪の出羽路雄勝郡』
に記録された地域

『秋田叢書』第三巻の編集時に江畑本から組み入れ
られたもので、原本にあった「巻」ではありません。

東成瀬村

羽後町

旧皆瀬村
旧湯沢市

旧雄勝町

旧稲川町

旧増田町（現横手市）の
南東部は、かつて雄勝
郡でした。

湯沢市

五巻 秋田県立博物館

　左
に
示
し
た
四
月
十
日
付
高
階
貞
房
宛
書
簡
か

ら
、
雄
勝
郡
の
巡
村
調
査
が
文
化
十
一
年
（
一
八
一

四
）
五
月
〜
文
化
十
二
年
三
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
の

記
述
に
文
政
年
間
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
格

的
な
地
誌
編
纂
を
前
に
し
た
文
政
五
年（
一
八
二
二
）

頃
に
も
雄
勝
郡
を
訪
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　真
澄
は
本
書
簡
で
主
に
、
雄
勝
郡
巡
村
調
査
の
内

容
を
高
階
貞
房
に
伝
え
て
い
ま
す
。貞
房
は
こ
の
時
、

藩
主
佐
竹
義
和
の
参
覲
の
た
め
江
戸
に
い
ま
し
た
。

書
簡
の
内
容
は
、『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
と
『
勝

地
臨
毫
雄
勝
郡
』の
記
録
と
も
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

（
写
真
中
ほ
ど
十
一
行
目
か
ら
）

小
生
事
去
夏
五
月
朔
日
、
久
保
田
を

発
雄
勝
郡
へ
ま
ゐ
り
、
当
三
月
久

府
へ
罷
皈
り
、
随
分
平
安
ニ

相
暮
候
。

高
階
貞
房
宛
書
簡
内
容
と
他
の
著
作
と
の
関
係

・
雄
勝
郡
松
岡
山
（
湯
沢
市
松
岡
）
で
、
白
山
蔵
王

権
現
の
忌
夜
で
あ
る
五
月
四
日
夜（
文
化
十
一
年
）、

例
年
出
る
と
い
う
狐
火
を
見
た
。↓ 『
雄
勝
郡
一
』

に
「
松
岡
の
七
不
測
」
の
一
つ
と
し
て
記
述
す
る
。

・
六
月
は
三
十
日
ば
か
り
、
避
暑
と
執
筆
の
た
め
に

杉
宮
（
羽
後
町
）
で
過
ご
し
た
。
こ
の
社
（
現
在
の

三
輪
神
社
）
は
古
く
、
別
当
寺
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い

る
も
の
が
多
い
。
↓
『
雄
勝
郡
三
』
の
お
よ
そ
半
分

以
上
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡

三
』
で
宝
物
を
描
く
。

・
三
輪
神
社
宝
物
の
中
に
、
八
方
畳
の
兜
と
い
う
直

江
兼
続
奉
納
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
図
示
を
す
る
。

↓
『
雄
勝
郡
三
』
と
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
三
』
に
も

記
録
す
る
が
、
奉
納
者
の
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙

に
異
な
る
。

・
晩
秋
の
頃
、
栗
駒
山
に
登
っ
て
駒
形
根
神
社
に
詣

で
、
奇
談
も
聞
い
た
。
ま
た
、
温
泉
神
の
旧
地
や
広

鉾
山
も
訪
ね
て
、
城
輪
神
に
関
す
る
考
察
を
お
こ

な
っ
た
。
↓
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
七
』
の
図
絵
か
ら

駒
形
根
神
社
に
詣
で
た
こ
と
が
わ
か
る
。

・
須
川
村
の
染
屋
に
家
蔵
と
し
て
、
大
石
内
蔵
助
の

書
、
寺
坂
吉
右
衛
門
（
四
十
七
人
目
の
赤
穂
浪
士
と

さ
れ
る
）
の
薪
受
け
取
り
の
書
面
、
水
戸
俊
水
（
朱

舜
水
、
水
戸
藩
招
聘
の
儒
学
者
）
の
書
、
古
い
『
大

和
物
語
』
が
あ
る
の
で
、
参
覲
交
代
の
際
に
立
ち

寄
っ
て
み
て
欲
し
い
。
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
殿
様

（
佐
竹
義
和
）
に
も
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。↓ 『
雄
勝

郡
一
』
に
も
記
述
が
あ
る
。
渋
谷
善
左
衛
門
家
の
こ

と
で
、
国
守
往
来
の
休
憩
所
で
あ
っ
た
。
文
化
十
二

年
は
、
佐
竹
義
和
最
後
の
下
国
の
年
と
な
っ
た
。

　日
記
の
よ
う
な
記
述
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と

が
、
雄
勝
郡
の
地
誌
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
加
え
、も
と
も
と
の
底
本
と
な
っ
た
江
畑
本（
自

筆
雑
纂
）
に
『
駒
形
日
記
』、近
本
（
自
筆
草
稿
）
に
『
高

松
日
記
』
と
い
う
日
記
形
式
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
頃
か
ら
、
真
澄
は
随
筆

を
書
き
始
め
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
雄
勝
郡
に
関
す

る
事
柄
も
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
雄
勝
郡
に
関
し

て
は
、『
久
保
田
の
落
ち
穂
』
八
項
目
の
ほ
か
、『
筆

の
ま
に
ま
に
』
に
七
項
目
、『
花
の
真
寒
泉
』
に
二

項
目
、『
桜
が
り
下
』
に
一
項
目
あ
り
ま
す
。
関
連

す
る
他
の
著
作
と
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。　真

澄
が
秋
田
藩
領
に
入
っ
た
の
は
雄
勝
郡
か
ら
で

し
た
。『
秋
田
の
か
り
ね
』
と
『
小
野
の
ふ
る
さ
と
』

が
こ
の
時
期
の
日
記
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
と
の
関
連
性
が
高

い
こ
と
か
ら
、
地
誌
に
添
え
る
図
絵
と
し
て
同
じ
時

期
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
か
は
し
さ
だ
ふ
さ

よ
し
ま
さ

さ
ん
き
ん

地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
の
特
徴

《雪の出羽路雄勝郡》の翻刻本編纂の概略図



真澄７ 真澄６

　真
澄
に
よ
る
地
誌
編
纂
は
、
文
政
七
年（
一
八
二
四
）

の
平
鹿
郡
か
ら
本
格
的
に
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

先
だ
っ
て
雄
勝
郡
の
地
誌
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
整
っ
た
形
の
清
書
本
と
し
て
は
残
さ
れ
な

か
っ
た
た
め
、内
田
武
志
に
よ
る
『
菅
江
真
澄
全
集
』

解
題
に
お
い
て
は
、
私
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
い
わ
ば

習
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　全
集
に
収
め
ら
れ
た
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
を

見
て
い
く
と
、
『
六
郡
郡
邑
記
』
を
利
用
し
な
が
ら

も
そ
れ
を
徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
、
各
村
の
肝
煎
に

よ
る
組
織
だ
っ
た
協
力
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
内
田
の
考
察
を

裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　各
巻
に
記
述
さ
れ
た
地
域
的
な
広
が
り
を
想
起
し

な
が
ら
、
同
地
誌
と
同
時
進
行
で
ま
と
め
ら
れ
た
図

絵
集
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
』
全
七
冊
を
合
わ
せ
て
み

て
い
く
と
、
地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
も
理
解

し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　『
六
郡
郡
邑
記
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
巡
村
調
査

が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
執
筆
手
法
が
定
ま
っ
て
い
な

い
た
め
、平
鹿
郡
や
仙
北
郡
の
地
誌
に
見
ら
れ
る「
親

郷

－

寄
郷

－

枝
郷
」
の
村
構
成
が
把
握
し
に
く
い
。

　後
年
の
平
鹿
郡
や
仙
北
郡
の
地
誌
編
纂
で
、
真
澄

は
「
旧
跡
吟
味
役
」
と
し
て
各
村
の
肝
煎
に
よ
る
書

き
上
げ
文
書
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
組

織
だ
っ
た
協
力
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

　
文
政
年
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
平
鹿
郡

及
び
仙
北
郡
の
地
誌
の
習
作
で
、
私
的
に
ま
と
め
ら

れ
た
。（
全
集
解
題
で
内
田
武
志
が
指
摘
）

　地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
は
、
未
来
社
『
菅

江
真
澄
全
集
』
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
こ
れ
を
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ん
で

い
ま
す
。

　雄
勝
郡
の
地
誌
に
は
、
真
澄
に
よ
る
清
書
本
が
現

存
し
な
い
た
め
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
五
巻
の
底

本
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
秋

田
叢
書
』
第
三
巻
で
す
。
こ
れ
も
、
当
時
あ
っ
た
、

近
本
三
冊
（
自
筆
草
稿
）、
県
立
秋
田
図
書
館
蔵
の

写
本
四
冊
、
江
畑
本
一
冊
（
自
筆
雑
纂
）
を
校
合
し

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
中
で
も
、『
雪
の
出
羽

路
雄
勝
郡
五
』
と
い
う
も
の
は
真
澄
の
自
筆
本
に
は

な
く
、
第
一
巻
〜
第
四
巻
ま
で
に
書
か
れ
て
い
な
い

村
落
を
江
畑
本
か
ら
抽
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

す
。　そ

の
後
、
羽
後
町
三
輪
神
社
で
『
雪
の
出
羽
路
雄

勝
郡
三
』
に
相
当
す
る
真
澄
自
筆
の
冊
子
が
発
見
さ

れ
、
そ
れ
が
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十
一
巻
に
翻
刻

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
雄
勝
郡
の
地
誌
を
読
む
に
は
、
翻

刻
本
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
か
つ
て
の
秋
田
六
郡
の
う
ち
、
最
も
南
に
位
置
す

る
雄
勝
郡
は
積
雪
の
多
い
地
域
で
す
。
菅
江
真
澄
に

と
っ
て
そ
の
印
象
は
強
く
、
地
誌
の
命
名
に
際
し
て

も
、
平
鹿
郡
と
と
も
に
「
雪
の
出
羽
路
」
と
名
付
け

ま
し
た
。真
澄
が
初
め
て
秋
田
藩
領
に
入
っ
た
の
は
、

雪
の
季
節
の
雄
勝
郡
か
ら
で
し
た
。
ま
た
、
本
格
的

な
地
誌
編
纂
に
先
立
っ
て
、
雄
勝
郡
の
地
誌
を
私
的

に
編
纂
す
る
な
ど
、
真
澄
の
秋
田
で
の
著
作
は
雄
勝

郡
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
藩
政
時
代
の
雄
勝
郡
は
、
ほ
と
ん
ど
が
現
在
の
湯

沢
市
及
び
雄
勝
郡
に
該
当
し
ま
す
が
、
わ
ず
か
に
横

手
市
の
一
部
も
含
み
ま
す
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
真

澄
の
記
録
に
つ
い
て
、
地
誌
、
地
誌
に
お
け
る
日
記
、

初
期
の
日
記
、
随
筆
、
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
の
そ
れ
ぞ

れ
の
記
録
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。
特
に
地
誌
に
つ
い

て
は
、
未
完
成
な
だ
け
に
真
澄
の
著
作
の
中
で
も
あ

ま
り
馴
染
み
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
興

味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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湯沢・雄勝
を記録する

令和元年
１０月１９日（土）　～　１２月８日（日）

秋
田
領
六
郡
絵
図
（
部
分
）

テ
キ
ス
ト
成
立
へ
の
理
解

雄
勝
郡
巡
村
調
査
の
時
期

地
誌
で
の
記
録

１

地
誌
中
の
日
記
で
の
記
録

2
随
筆
で
の
記
録

3
初
期
日
記
で
の
記
録

4
勝
地
臨
毫
で
の
記
録

5

役内村

河井村

中村

寺沢荘

小野七郷

泉沢村

逆巻村

関口郷

桑箇埼郷

相河郷

高松村

宇留院内村

石塚郷

切畑郷

松岡郷

床舞郷

杉ノ宮村

河向郷
畠等郷

稲庭郷
三梨郷

宮田村

飯田村上仙道村

軽井沢郷 西馬音内村
足田

糠塚村

大戸村

野中村
貝沢村

赤袴村

角間村

八幡村

柳田村 倉内村
成沢村

山田村

横堀村

戸波村

八面村 東福寺村

大館郷

吉野村

荻野袋村

田子内村
岩井川村

手倉河原村

檜山台村

一巻

二巻

三巻

四巻

※親郷の村名は真澄の記述によるものです。
「村・郷・荘」とした区別の基準は不明です。

※丸ゴシック体文字の親郷には、枝郷の記述が含まれて
　います。（枝郷のない親郷の場合もあります）

『雪の出羽路雄勝郡』
に記録された地域

『秋田叢書』第三巻の編集時に江畑本から組み入れ
られたもので、原本にあった「巻」ではありません。

東成瀬村

羽後町

旧皆瀬村
旧湯沢市

旧雄勝町

旧稲川町

旧増田町（現横手市）の
南東部は、かつて雄勝
郡でした。

湯沢市

五巻 秋田県立博物館

　左
に
示
し
た
四
月
十
日
付
高
階
貞
房
宛
書
簡
か

ら
、
雄
勝
郡
の
巡
村
調
査
が
文
化
十
一
年
（
一
八
一

四
）
五
月
〜
文
化
十
二
年
三
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
の

記
述
に
文
政
年
間
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
格

的
な
地
誌
編
纂
を
前
に
し
た
文
政
五
年（
一
八
二
二
）

頃
に
も
雄
勝
郡
を
訪
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　真
澄
は
本
書
簡
で
主
に
、
雄
勝
郡
巡
村
調
査
の
内

容
を
高
階
貞
房
に
伝
え
て
い
ま
す
。貞
房
は
こ
の
時
、

藩
主
佐
竹
義
和
の
参
覲
の
た
め
江
戸
に
い
ま
し
た
。

書
簡
の
内
容
は
、『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
と
『
勝

地
臨
毫
雄
勝
郡
』の
記
録
と
も
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

（
写
真
中
ほ
ど
十
一
行
目
か
ら
）

小
生
事
去
夏
五
月
朔
日
、
久
保
田
を

発
雄
勝
郡
へ
ま
ゐ
り
、
当
三
月
久

府
へ
罷
皈
り
、
随
分
平
安
ニ

相
暮
候
。

高
階
貞
房
宛
書
簡
内
容
と
他
の
著
作
と
の
関
係

・
雄
勝
郡
松
岡
山
（
湯
沢
市
松
岡
）
で
、
白
山
蔵
王

権
現
の
忌
夜
で
あ
る
五
月
四
日
夜（
文
化
十
一
年
）、

例
年
出
る
と
い
う
狐
火
を
見
た
。↓ 『
雄
勝
郡
一
』

に
「
松
岡
の
七
不
測
」
の
一
つ
と
し
て
記
述
す
る
。

・
六
月
は
三
十
日
ば
か
り
、
避
暑
と
執
筆
の
た
め
に

杉
宮
（
羽
後
町
）
で
過
ご
し
た
。
こ
の
社
（
現
在
の

三
輪
神
社
）
は
古
く
、
別
当
寺
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い

る
も
の
が
多
い
。
↓
『
雄
勝
郡
三
』
の
お
よ
そ
半
分

以
上
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡

三
』
で
宝
物
を
描
く
。

・
三
輪
神
社
宝
物
の
中
に
、
八
方
畳
の
兜
と
い
う
直

江
兼
続
奉
納
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
図
示
を
す
る
。

↓
『
雄
勝
郡
三
』
と
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
三
』
に
も

記
録
す
る
が
、
奉
納
者
の
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙

に
異
な
る
。

・
晩
秋
の
頃
、
栗
駒
山
に
登
っ
て
駒
形
根
神
社
に
詣

で
、
奇
談
も
聞
い
た
。
ま
た
、
温
泉
神
の
旧
地
や
広

鉾
山
も
訪
ね
て
、
城
輪
神
に
関
す
る
考
察
を
お
こ

な
っ
た
。
↓
『
勝
地
臨
毫
雄
勝
郡
七
』
の
図
絵
か
ら

駒
形
根
神
社
に
詣
で
た
こ
と
が
わ
か
る
。

・
須
川
村
の
染
屋
に
家
蔵
と
し
て
、
大
石
内
蔵
助
の

書
、
寺
坂
吉
右
衛
門
（
四
十
七
人
目
の
赤
穂
浪
士
と

さ
れ
る
）
の
薪
受
け
取
り
の
書
面
、
水
戸
俊
水
（
朱

舜
水
、
水
戸
藩
招
聘
の
儒
学
者
）
の
書
、
古
い
『
大

和
物
語
』
が
あ
る
の
で
、
参
覲
交
代
の
際
に
立
ち

寄
っ
て
み
て
欲
し
い
。
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
殿
様

（
佐
竹
義
和
）
に
も
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。↓ 『
雄
勝

郡
一
』
に
も
記
述
が
あ
る
。
渋
谷
善
左
衛
門
家
の
こ

と
で
、
国
守
往
来
の
休
憩
所
で
あ
っ
た
。
文
化
十
二

年
は
、
佐
竹
義
和
最
後
の
下
国
の
年
と
な
っ
た
。

　日
記
の
よ
う
な
記
述
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と

が
、
雄
勝
郡
の
地
誌
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
加
え
、も
と
も
と
の
底
本
と
な
っ
た
江
畑
本（
自

筆
雑
纂
）
に
『
駒
形
日
記
』、近
本
（
自
筆
草
稿
）
に
『
高

松
日
記
』
と
い
う
日
記
形
式
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
頃
か
ら
、
真
澄
は
随
筆

を
書
き
始
め
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
雄
勝
郡
に
関
す

る
事
柄
も
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
雄
勝
郡
に
関
し

て
は
、『
久
保
田
の
落
ち
穂
』
八
項
目
の
ほ
か
、『
筆

の
ま
に
ま
に
』
に
七
項
目
、『
花
の
真
寒
泉
』
に
二

項
目
、『
桜
が
り
下
』
に
一
項
目
あ
り
ま
す
。
関
連

す
る
他
の
著
作
と
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。　真

澄
が
秋
田
藩
領
に
入
っ
た
の
は
雄
勝
郡
か
ら
で

し
た
。『
秋
田
の
か
り
ね
』
と
『
小
野
の
ふ
る
さ
と
』

が
こ
の
時
期
の
日
記
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
と
の
関
連
性
が
高

い
こ
と
か
ら
、
地
誌
に
添
え
る
図
絵
と
し
て
同
じ
時

期
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
か
は
し
さ
だ
ふ
さ

よ
し
ま
さ

さ
ん
き
ん

地
誌
『
雪
の
出
羽
路
雄
勝
郡
』
の
特
徴

《雪の出羽路雄勝郡》の翻刻本編纂の概略図
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　表
紙
・
裏
表
紙
で
紹
介
し
て
い
る
資
料
は
、
真
澄
自
筆
の
書
簡
、

文
化
十
二
年
四
月
十
日
付
、
高
階
貞
房
宛
書
簡(

館
蔵)

で
す
。

本
紙
四
、
五
頁
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
「L

etter fro
m

 

真
澄
」

展
に
て
展
示
し
た
資
料
の
一
つ
で
す
。
現
在
の
羽
後
町
三
輪
神
社

で
、
宝
物
を
見
る
機
会
を
得
た
真
澄
は
、
そ
こ
で
直
江
兼
続
に
よ
っ

て
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
珍
し
い
兜
を
目
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
兜
の
図
絵
を
わ
ざ
わ
ざ
書
簡
に
描
い
て
、
貞
房
に
伝
え
て
い
ま

す
。
歴
史
的
な
事
柄
に
関
心
の
高
い
真
澄
の
人
柄
を
物
語
る
資
料

で
す
。
表
紙
・
裏
表
紙
を
見
開
き
に
す
れ
ば
、
書
簡
全
体
の
様
子

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
本
解
説
の
右
側
に
は
、
書
簡
末

尾
に
描
か
れ
た
兜
の
図
絵
を
部
分
拡
大
し
ま
し
た
。

秋田県立博物館【菅江真澄資料センター】

（部分拡大）

表
紙
・
裏
表
紙
解
説


