
当
館
で
は
、
旧
県
立
図
書
館
時
代
以
来
、
藩
政
史
料
の
翻
刻
・

、

『

』（

）

刊
行
事
業
を
行
っ
て
お
り

こ
れ
ま
で

国
典
類
抄

全
十
九
巻

・

御
亀
鑑

（
全
七
巻

・

渋
江
和
光
日
記

（
全
十
二
巻
）
を
刊

『

』

）
『

』

行
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、
幕
末
の
秋
田
藩
家
老
で

あ
る
宇
都
宮
孟
綱
の
日
記
で
す
。

宇
都
宮
氏
は
、
下
野
国
の
戦
国
大
名
で
し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
改
易
後
、
佐
竹
氏
に
従
い
秋
田
に
移
り
、
引

渡
の
家
格
に
待

か

い

え

き

ひ

き

わ

た

し

遇
さ
れ
る
重
臣
と
な
り
ま
し
た
。
世
禄
は
七
百
八
十
石
で
、
江
戸

時
代
を
通
じ
て
五
人
の
家
老
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
五
人
目
が
宇
都
宮
孟
綱
（
武
治
・
四
郎
・
帯
刀
・
鶴
山
）

う

つ

の

み

や

た

け

つ

な

で
、
家
老
及
び
隠
居
後
の
家
老
加
談
を
二
十
八
年
間
勤
め
、
幕
末

期
の
秋
田
藩
政
を
担
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
翻
刻
作
業
中
に
見
た
印
象
的
な
記
事
を
紹
介
し
ま
す
。

「
家
老
職
」
拝
命
の
場
面

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
六
月
晦
日
、
孟
綱
は
催
促
に
よ
り

登
城
し
、
御
評
定
所
畳
椽

へ
行
き
ま
す
。
す
る
と
、
家
老
真
壁

①

甚
太
夫
よ
り
「
屯
ノ
間
」

で
待
つ
よ
う
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。

②

た

む

ろ

の

ま

家
老
拝
命
の
部
屋
は
「
陰
之
間
」

で
、
甚
太
夫
同
様
に
脇
差
を

③

か

げ

の

ま

、

（

）

、

取
り

中
務

東
家
佐
竹
義
祚

と
甚
太
夫
に
見
守
ら
れ
な
が
ら

よ

し

と

し

藩
主
義
厚
の
正
面
に
着
座
し
家
老
職
を
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
「
家
老

職
は
御
相
手
番
と

違
い
重
職
で
、
私

で
は
務
め
に
な
ら

な
い
」
と
辞
退
を

申

し

出

ま

す

。

結
局
藩
主
の

格
「

別
の
思
召
」
で
あ

る
こ
と
を
含
め
ら

れ
、
受
け
る
こ
と

（
奥

に
な
り
ま
す
。

ゆ
か
し
い
と
思
う
の

は
早
合
点
。
一
旦
断

る
の
が
当
時
の
し
き

、

、

た
り
な
の
で
す
。
）
面
白
い
の
は

セ
レ
モ
ニ
ー
の
直
後
に
は
甚
太
夫
の
隣
に
着
座
し

（
本
当
に
断
る
気
な
ら
、
就
任
直

た
だ
ち
に
家
老
の
職
務
に
就
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

後
か
ら
仕
事
に
は
就
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
き
っ
と
、
家
老
に
な
る
気
満
々
で
登
城
し
た
の
で

し
ょ
う
。
）

幕
府
老
中
水
野
忠
邦
の
罷
免
に
つ
い
て

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
閏
九
月
十
四
日
、
天
保
の
改
革
失
敗
の
責
任
を
問
わ

れ
、
水
野
忠
邦
が
罷
免
さ
れ
ま
す
。
そ
の
夜
水
野
屋
敷
前
に
千
人
を
超
す
群
衆
が
集

ま
り
、
投
石
や
門
の
破
壊
、
そ
し
て
辻
番
を
ボ
コ
ボ
コ
に
す
る
騒
動
と
な
り
、
軍
勢

が
動
員
さ
れ
て
や
っ
と
鎮
圧
し
た
と
い
う
事
件
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
に
も
色
々
な
興
味
深
い
記
事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
次
号
以
降
で
紹
介
し
て

。

、『

』

。

い
き
ま
す

と
も
か
く

宇
都
宮
孟
綱
日
記

第
一
巻
は
来
年
三
月
刊
行
予
定
で
す

乞
う
ご
期
待

（
伊
藤
成
孝
）

！

御 城 内 御 座 敷 廻 絵 図 （ 県 ）C169

①

②

③
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今
月
の
渋
江
和
光
日
記

『
ス
ッ
ポ
ン
が
食
べ
た
い
！
』

医
者
か
ら
ス
ッ
ポ
ン
を
勧
め
ら
れ
た
渋
江
和
光
。
頭
の
中
は
、
ス
ッ
ポ
ン
、
ス
ッ

ポ
ン
。

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
八
月
四
日
、
和
光
は
家
来
の
佐
藤
市
郎
兵
衛
と
鑓
持
の

林
蔵
に
「
明
日
に
で
も
ス
ッ
ポ
ン
を
釣
っ
て
こ
い
」
と
命
令
を
下
す
。

と
こ
ろ
が
八
月
五
日
は
藩
主
佐
竹
義
厚
の
娘
・
鑑
姫
の
月
並
精
進
の
日
（
六
月
五

て

る

ス
ッ
ポ
ン
を
食
べ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
！

日
三
歳
で
没

。
）

「
跡
に
て
存
候
得
は
扨
々
あ
し
き
事
な

さ
れ
ど
隠
居
の
和
光
は
お
気
楽
。

ぞ

ん

じ

そ

う

ら

え

ば

さ

て

さ

て

「
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
で
終
了
。

り
」
と
反
省
の
色
は
見
せ
る
も
の
の
、

佐
藤
市
郎
兵
衛
と
林
蔵
が
向
か
っ
た
先
は
寺
内
村
の
烏

沼
。
と
こ
ろ
が
ス
ッ
ポ
ン

か

ら

す

ぬ

ま

は
釣
れ
な
い
。

す
つ
ほ
ん
ニ
は
無
之
、
き
つ
こ
う
亀
壱
ツ
釣
候
由
ニ
て
本
宅
よ

こ

れ

な

く

り
相

達

候
。
糸
付
候
て
指

置

候
。
喰
候
ニ
ハ
不
相
成
候
。

あ

い

た

っ

し

そ

う

ろ

う

さ

し

お

き

そ

う

ろ

う

あ

い

な

ら

ず

そ

う

ろ

う

お
い
お
い
亀
を
釣
っ
て
ど
う
す
る
！

八
月
十
三
日
、
諦
め
き
れ
ぬ
和
光
に
林
蔵
が
吉
報

「
大
き
め
の
ス
ッ
ポ
ン
が
売
っ

。

て
ま
す
」
代
金
は
六
貫
五
百
文

（
米
価
か
ら
換
算
し
て
今
の
六
万
円
く
ら
い
？
）
安

。

く
は
な
い
！

さ
れ
ど
隠
居
の
和
光
は
お
気
楽

つ
ま
り
は

。
「

」

代
ハ
本
宅
へ
申

遣

候

も

う

し

つ

か

わ

し

そ

う

ろ

う

息
子
持
ち
。

こ
う
し
て
和
光
は
念
願
の
ス
ッ
ポ
ン
を
入
手
す
る
も

す
か

調
理
法
が
分
か
ら
な
い
！

さ
ず
家
来
の
勝
村
勘
左
衛
門
に
「
調
べ
て
こ
い
」
と
厳
命
。

こ
う
し
て
一
連
の
ス
ッ
ポ
ン
騒
動
の
末
、
八
月
十
四
日
渋
江
和
光
は
ス
ッ
ポ
ン
を

食
べ
て
い
ま
す
。
気
に
な
る
お
味
は
？
残
念
。
そ
こ
ま
で
日
記
に
書
い
て
お
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

（
畑
中
康
博
）

古
文
書
こ
ぼ
れ
話

「
追
院
」
そ
れ
と
も
「
退
院
」
？

古
文
書
を
読
ん
で
い
て
、
何
げ
な
く
見
落
と
し
が
ち
な
用
語
に
ふ
と
気
づ
き
、
調
べ
て
み

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
「
北
家
日
記
」
に
、
春
か
ら
「
追
院
」
と
な
っ

て
い
た
元
僧
侶
が
、
再
び
角
館
町
龍
泉
寺
に
忍
び
入
り
、
博
奕
を
し
て
見
つ
か
っ
た
事
件
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
、
所
預
佐
竹
主
計
の
名
前
で
城
下
の
天
徳
寺
宛
て
に
処
置
の
問

い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
向
に
返
答
も
な
い
の
で
直
接
藩
の
御
用
所
に
処
置
を
伺

い
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
天
徳
寺
か
ら
こ
の
僧
侶
が
「
退
院
」
に
処
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
連

絡
が
あ
り
北
家
は
困
惑
し
ま
し
た
。

間
も
な
く
藩
の
副
役
小
田
内
又
左
衛
門
か
ら
北
家
に
通
達
が
あ
り
、
「
追
院
」
の
刑
罰
と

す
る
に
は
確
証
が
不
足
で
あ
り
、
ま
た
博
奕
に
加
わ
っ
た
人
数
も
不
明
で
あ
る
か
ら
、
再
吟

味
の
う
え
刑
を
定
め
る
べ
し
と
の
内
容
で
し
た
。
結
果
は
北
家
が
博
奕
に
拘
わ
っ
た
者
の
調

査
を
綿
密
に
行
い
本
人
の
「
追
院
」
が
確
定
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
気
づ
く
の
は
僧
侶
の
処
罰
規
定
と
し
て
散
見
す
る
「
追
院
」
と
「
退
院
」
の
差
異
で

す
。
徳
川
幕
府
が
定
め
た
寺
院
に
関
す
る
禁
令
な
ど
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
「
退
院
」
は

刑
を
宣
告
し
た
後
、
一
旦
寺
に
帰
さ
れ
て
か
ら
追
放
と
な
り
ま
す
。
「
追
院
」
は
そ
れ
よ
り

一
段
重
く
、
判
決
後
た
だ
ち
に
僧
籍
を
奪
わ
れ
完
全
な
追
放
処
分
と
な
り
ま
す
。
日
記
の

わ
ず
か
数
ペ
ー
ジ
の
中
か
ら
僧
侶
の
犯
罪
と
そ
の
処
置
、
そ
し
て
こ
の
事
件
へ
の
佐
竹
北
家
と

天
徳
寺
側
の
対
応
の
違
い
が
わ
か
っ
て
興
味
深
い
で
す
。

（
加
藤
民
夫
）
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