
併
設
の
秋
田
県
立
図
書
館
に
「
南
朝
補
任
」
と
い
う

史
料
が
あ
り
ま
す
。
「
南
朝
公
卿
補
任
」
の
名
で
流
布

し
て
い
る
も
の
と
同
一
で
す
（
以
下
、
史
料
名
は
「
南

朝
公
卿
補
任
」
に
統
一
し
ま
す
）
。

「
南
朝
公
卿
補
任
」
は
南
朝
で
書
き
継
が
れ
た
か
の

よ
う
で
す
。
し
か
し
長
慶
天
皇
の
在
位
を
認
め
ず
、
寛

成
親
王
（
長
慶
天
皇
）
と
熈
成
親
王
（
後
亀
山
天
皇
）

を
同
一
人
物
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
説
が
登

場
し
た
江
戸
時
代
成
立
で
す
。
新
葉
和
歌
集
・
北
朝
の

公
卿
補
任
等
の
確
実
な
史
料
、
そ
し
て
想
像
を
相
当
交

え
た
も
の
で
、
塙
保
己
一
「
南
朝
公
卿
補
任
考
」
以
下

が
指
摘
す
る
よ
う
に
内
容
は
採
用
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
本
居
宣
長
は
「
玉
勝
間
」
で
絶
賛
し
、
写
本

を
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
尾
崎
雅
嘉
も
何
の
疑
い
も
持

た
ず
に
「
群
書
一
覧
」
で
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
「
大
日
本
野
史
」
を
著
し
た
飯
田
忠
彦
の
編
と
い
わ

れ
る
「
系
図
纂
要
」
も
参
照
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
著
名
な
国
学
者
た
ち
は
だ
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
県
立

図
書
館
本
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
書
写
で
す
が
、

真
書
と
思
っ
て
写
し
た
の
で
し
ょ
う
。
今
日
に
お
い
て

も
信
頼
で
き
る
史
料
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
研
究

あ
や
し
げ
な
史
料
た
ち

者
が
ま
だ
い
ま
す
。

偽
作
か
否
か
で
議
論
の
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
源

義
経
は
モ
ン
ゴ
ル
に
渡
っ
て
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
に
な
っ
た

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
史
実
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
一
七
世
紀
の
偽
作
者
沢
田
源
内
が
創
作
し
た
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

沢
田
と
同
じ
頃
、
佐
竹
家
中
に
も
根
田
俊
与
と
い
う

偽
作
者
が
い
ま
し
た
。
根
田
は
古
四
王
神
社
縁
起
、
赤

神
神
社
縁
起
等
を
偽
作
し
て
い
ま
す
。
当
館
に
は
根
田

が
関
わ
っ
た
赤
神
神
社
縁
起
の
一
写
本
を
所
蔵
し
て
い

ま
す
（
「
赤
神
大
権
現
縁
起
」
Ａ
一
七
五

一
七
）
。

｜

沢
田
を
擁
護
す
る
研
究
者
が
お
り
ま
す
よ
う
に
、
根

田
を
弁
護
す
る
学
者
が
お
り
ま
す
。
そ
し
て
根
田
の
史

料
捏
造
の
証
を
誤
り
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
ま
す
。

全
国
レ
ベ
ル
で
偽
書
か
真
書
か
が
争
わ
れ
て
い
る
事

例
と
し
て
、
「
東
日
流
外
三
郡
誌
」
が
あ
り
ま
す
。
青

森
県
の
市
浦
村
史
が
は
じ
め
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
村

史
編
纂
者
豊
島
勝
蔵
に
史
料
を
提
供
し
た
和
田
喜
八
郎

が
偽
作
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
公
的
刊
行

物
の
村
史
が
無
批
判
に
掲
載
し
、
古
代
史
家
古
田
武
彦

等
が
真
書
と
主
張
し
て
い
る
た
め
、
真
偽
を
め
ぐ
る
争

い
が
あ
り
ま
す
。
秋
田
県
内
で
も
和
田
が
所
蔵
す
る
史

料
を
採
用
し
た
自
治
体
史
が
あ
り
ま
す
。

仮
に
真
書
と
し
ま
し
ょ
う
。
民
俗
学
・
国
文
学
で
は

何
ら
か
の
画
期
的
な
意
義
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
歴
史
学
で
は
、
一
八
世
紀
末
期
に
こ
ん
な
話
が
あ

っ
た
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
三
春

藩
の
史
料
調
査
の
成
果
と
い
え
ま
す
が
、
古
代
中
世
史

像
を
一
変
さ
せ
る
よ
う
な
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん
。

公
的
刊
行
物
が
偽
書
を
真
書
と
し
て
紹
介
し
た
ケ
ー

ス
と
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
南
朝
伺
侯

略
伝
」
が
あ
り
ま
す
。
実
在
が
確
認
で
き
る
人
物
の
官

歴
は
こ
と
ご
と
く
間
違
っ
て
お
り
、
作
者
の
想
像
の
み

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
南
朝
伺
侯
略
伝
」
に
葉
室
光
久
が
南
朝
か
ら
秋
田

城
介
に
補
任
さ
れ
た
等
の
記
事
が
あ
り
、
山
形
県
史
・

秋
田
県
史
・
本
荘
市
史
・
秋
田
市
史
・
能
代
市
史
等
で

引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
光
久
を
、
建
武
政
権

下
で
出
羽
守
・
秋
田
城
介
で
あ
っ
た
光
顕
の
子
と
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
光
久
は
、
「
南
朝
伺
侯
略
伝
」
以
外

の
史
料
に
み
え
ま
せ
ん
の
で
、
実
在
が
疑
わ
し
く
、
内

容
も
信
頼
で
き
ま
せ
ん
。

同
様
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
比
内
郡
関
係
文
書
が
あ
り

ま
す
。
現
在
の
大
館
北
秋
田
地
方
は
、
中
世
で
は
陸
奥

国
比
内
郡
で
し
た
。

比
内
郡
は
奥
州
藤
原
氏
の
郎
党
河
田
次
郎
領
だ
っ
た

よ
う
で
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
、
河
田
は
源
頼
朝

に
敗
れ
て
蝦
夷
地
に
逃
れ
よ
う
と
し
た
藤
原
泰
衡
の
首

を
頼
朝
に
差
し
出
し
ま
す
。
比
内
郡
の
初
見
は
、
こ
の

史
実
を
述
べ
た
史
料
で
す
。
同
じ
年
の
暮
、
出
羽
国
で

は
、
大
河
兼
任
が
自
分
が
は
じ
め
て
主
人
の
敵
を
討
つ

と
称
し
て
頼
朝
に
反
抗
、
い
わ
ゆ
る
大
河
兼
任
の
乱
を
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。
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起
こ
し
て
い
ま
す
。

戦
国
期
の
比
内
郡
は
浅
利
氏
領
で
し
た
が
、
安
東
氏

に
敗
れ
、
安
東
領
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
豊
臣
秀
吉
は

認
め
、
比
内
郡
を
出
羽
国
秋
田
郡
の
一
部
と
し
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

比
内
郡
と
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
が
、
依

上
で
す
。
依
上
は
陸
奥
国
白
河
郡
内
で
し
た
が
、
常
陸

国
を
本
拠
と
す
る
佐
竹
氏
領
と
な
り
、
秀
吉
が
常
陸
国

久
慈
郡
の
一
部
と
し
、
現
在
は
茨
城
県
で
す
。
佐
竹
氏

は
国
境
を
変
更
し
た
地
域
に
縁
が
あ
る
よ
う
で
す
。

比
内
郡
内
に
は
、
安
東
氏
の
勢
力
が
お
り
ま
し
た
。

そ
の
一
人
が
嘉
成
氏
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
嘉
成
氏
の

発
給
文
書
が
秋
田
藩
家
蔵
文
書
三
二
（
Ａ
二
八
〇

六
｜

九

三
二
）
の
奈
良
岡
家
伝
来
文
書
に
あ
り
ま
す
。
全

｜
文
の
翻
刻
は
秋
田
県
史
以
下
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ

で
は
書
き
止
め
の
部
分
の
写
真
の
み
を
掲
げ
ま
す
。

二
つ
の
文
書
は
嘉
成
重
盛
が
奈
良
岡
惣
五
郎
に
充
て

た
も
の
で
す
が
、
書
き
止
め
を
比
較
し
ま
す
と
、
本
当

に
同
じ
人
物
に
充
て
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
秋
田
県
史
以
下
は
二
つ
の
文
書
を

同
じ
年
と
し
ま
す
が
、
一
方
は
「
恐
惶
謹
言
」
と
丁
寧

で
あ
る
の
に
、
も
う
一
つ
は
「
也
」
と
ぞ
ん
ざ
い
で
す

し
、
両
方
の
「
殿
」
を
み
ま
す
と
後
者
が
楷
書
に
近
い

の
が
す
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
す
。

文
書
は
、
差
し
出
す
側
と
受
け
取
る
側
の
身
分
関
係

を
反
映
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
厚
礼
か
ら
薄
礼
、
あ

る
い
は
そ
の
逆
に
な
る
も
の
で
す
。
ま
た
書
き
止
め
が

「
也
」
な
ら
ば
、
「
殿
」
で
は
な
く
、「
と
の
」
と
仮
名

書
き
に
な
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

「
也
」
の
「
殿
」
の
方
が
「
恐
惶
謹
言
」
よ
り
も
丁
寧

で
あ
る
の
は
、
奇
妙
で
す
。

秋
田
藩
家
蔵
文
書
三
二
に
は
奈
良
岡
家
伝
来
史
料
の

写
が
こ
の
他
に
も
あ
り
ま
す
が
、疑
問
が
多
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
七
月
朔
日
付
豊

臣
秀
吉
判
物
は
九
戸
政
実
の
乱
に
関
わ
る
内
容
で
、
蒲

生
氏
郷
の
派
遣
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
政
実
の

乱
が
起
こ
り
、
蒲
生
氏
郷
等
が
派
遣
さ
れ
る
の
は
そ
の

翌
々
年
で
す
。
で
す
か
ら
秀
吉
判
物
は
、
偽
文
書
と
い

え
ま
す
。

秋
田
県
史
が
指
摘
す
る
よ
う
に
写
真
の
史
料
に
記
さ

れ
て
い
る
内
容
、
重
盛
が
南
部
方
の
萱
森
判
官
を
破
っ

た
の
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
と
す
れ
ば
秀
吉
判
物
同
様
の
誤
り
が
あ
る
と
い

え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
ゆ
く
と
、
秋
田
藩
家
蔵
文
書
三
二

に
収
録
さ
れ
て
い
る
奈
良
岡
家
の
文
書
は
信
頼
し
が
た

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
嘉
成
氏
発
給
文
書
も
疑
わ
し
い

文
書
で
し
ょ
う
。
た
だ
さ
え
乏
し
い
秋
田
地
方
の
中
世

史
料
が
減
る
わ
け
で
す
。

嘉
成
氏
発
給
文
書
は
、
写
で
の
判
断
で
す
。
真
偽
の

問
題
は
、
最
終
的
に
は
奈
良
岡
家
伝
来
文
書
の
原
本
に

委
ね
た
方
が
よ
い
と
し
た
方
が
奈
良
岡
家
伝
来
文
書
の

発
見
を
う
な
が
す
に
は
よ
い
で
し
ょ
う
。【

鈴
木

満
】


