
当
館
閲
覧
室
で
「
天
皇
陛
下
御
在
位
二
〇
周
年
記
念
展
示
」
を
開
催
中
。
秋
田
県
公
文
書

館
所
蔵
資
料
の
う
ち
、
天
皇
陛
下
が
御
来
県
さ
れ
た
際
の
資
料
を
展
示
し
、
国
民
と
共
に

歩
ま
れ
て
き
た
年
月
を
ふ
り
か
え
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

時
代
劇
『
忠
臣
蔵
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七

〇
二
）
十
二
月
十
四
日
、
赤
穂
浪
士
四
十
七
人
に
よ
る
吉
良
上
野
介
邸

こ

う
ず
け

の
す
け

へ
の
討
ち
入
り
場
面
で
す

「
赤
穂
義
士
事
実
聞
書
写
」
に
は
こ
の
事
件

。

に
関
す
る
様
々
な
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
討
ち
入
り
翌
日
に
吉
田
忠
左
衛
門
と
冨
森
助
右
衛
門
が
幕
府
大

目
付
へ
提
出
し
た
「
指
上
候
口
上
之
覚
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ

さ

し

あ

げ

の

に
は
赤
穂
浪
士
が
吉
良
を
討
ち
取
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

玄
関
よ
り
戸
を
打
破
、
座
敷
へ
通
り
候

時
、
番
人
一
人
搦
取
案
内
為

う
ち
や
ぶ
り

そ
う
ろ
う
と
き

か
ら
め
と
り

い

た

致
、
蝋
燭
な
と
出
さ
せ
火
を
灯
、
段
々
奥
へ
押
入
候

さ

せ

と
も
し

浪
士
は
玄
関
か
ら
突
入
し
、
吉
良
が
寝
て
い
た
部
屋
へ
向
か
う
。
と

こ
ろ
が
吉
良
は
「
最
早
立
逃
候
体
ニ
て
夜
之
物
な
と
引
ち
ら
か
し
候
。

も

は

や

て

い

の

刀
ハ
其
侭
ニ
有
之
…
」
と
逃
げ
た
後
。
し
か
し
寝
所
は
温
か
く
「
遠
処

そ

の

ま

ま

こ

れ

あ

り

へ
ハ
退
れ
候
事
ニ
無
之
」
と
判
断
し
た
浪
士
は
方
々
を
探
し
「
寝
間
之

こ

れ

な

く

の

奥
ニ
物
置
之
よ
ふ
な
る
処
ニ
人
音
」
が
す
る
の
を
聞
く

「
鑓
の
石
突
ニ

。

の

と
こ
ろ

い

し

づ

き

て
戸
を
打
破
候
得
ば
人
三
人
斗
」
潜
ん
で
い
る
。
浪
士
は
「
上
野
介
様

う
ち
や
ぶ
り

そ

う

ら

え

ば
か
り

、

」

、

ニ
て
ハ
無
御
座
候
や

御
出
合
可
被
成
候

と
物
置
に
向
か
っ
て
言
い

ご

ざ

な

く

そ

う

ろ

う

で

あ

い

な

さ

る
べ

く

そ
う

ろ
う

半
弓
を
射
込
み
ま
す
。
そ
し
て
…

未
人
有
様
ニ
候
得
共
一
円
無
音
候
故

鑓
を
入
探
し
候
え
ば
則
出
合
申

、

い
ま
だ

あ

る

よ

う

そ

う

ら

え

ど

も

そ

く

も
う
す

を
、
武
林
唯
七
と
申
者
、
十
文
字
ニ
て
突
候
得
共
小
脇
指
を
抜
合
し

も
う
す
も
の

つ

き

そ

う

ら

え

ど

も

候
処
を
突
止
メ
、
間
十
次
郎
と
申
者
太
刀
ニ
て
首
を
捕
申
候
。

と
こ
ろ

は
ざ
ま

つ
ま
り
吉
良
上
野
介
は
物
置
で
武
林
唯
七
の
十
文
字
鑓
に
脇
差
で
抵
抗

し
、
間
十
次
郎
に
首
を
捕
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

今
月
の
お
す
す
め
古
文
書

（
岡
三
一
二
）

赤
穂
義
士
事
実
聞
書
写

と
こ
ろ
が
浪
士
は
誰
も
吉
良
の
顔
を
知
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
高
級
そ
う
な
白
無
垢
の

夜
着
と
脇
差
、
そ
し
て
一
年
前
に
浅
野
内
匠
頭
が
斬
り
つ
け
た
傷
、
更
に
捕
ま
え
た
吉

た

く

み

の

か

み

良
邸
の
番
人
の
証
言
か
ら
本
人
で
あ
る
旨
の
確
認
を
し
ま
す
。

「
赤
穂
義
士
事
実
聞
書
写
」
に
は
、
吉
良
の
遺
体
に
つ
い
て
も
「
手
疵
両
手
之
由
壱

の

よ

し

ヶ
処
宛
、
左
之
股
壱
ヶ
処
、
右
之
膝
口
弐
ヶ
処
、
コ
ム
ラ
壱
ヶ
処
」
と
あ
り
ま
す
。

ず

つ

時
代
劇
で
は
、
吉
良
は
炭
小
屋
か
ら
四
十
七
士
の
前
へ
連
れ
出
さ
れ
首
を
は
ね
ら
れ

ま
す
が
、
資
料
の
記
述
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
吉
良
の
最
後
は
、
物
置
の
中
で
ま
ず
足
を

、

。

刺
さ
れ

動
け
な
く
な
っ
た
後
に
首
を
と
ら
れ
た
よ
う
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す

『
忠
臣
蔵
』
の
現
実
は
、
か
な
り
凄
惨
な
場
面
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

更
に
「
赤
穂
義
士
事
実
聞
書
写
」
に
は
、
浪
士
が
吉
良
邸
か
ら
退
去
し
た
時
に
置
い

て
い
っ
た
物
品
リ
ス
ト
も
あ
り
ま
す
。

一

弓
二
張
、
内
半
弓
壱
張
弦
切
有
之

↓

物
置
に
潜
む
吉
良
を
射
た
弓
？

こ

れ

あ

り

一

根
矢
廿
本
袋
ニ
入

↓

討
ち
入
り
時
、
弓
矢
は
あ
ま
り
使
わ
な
か
っ
た
？

一

斧
弐
挺

↓

突
入
時
に
使
用
？

使
用
後
は
重
い
の
で
置
い
て
い
っ
た
？

他
に
刀
や
笛
、
手
木
、
鎗
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
「
赤
穂
義
士
事
実
聞
書
写
」
の
最
後
の
頁
に
は
、
こ
の
資
料
は
、
当
時
江

戸
藩
邸
に
い
た
刀
番
の
平
沢
通
有
が
藩
主
佐
竹
義
処
の
命
令
で
作
成
し
た
も
の
を
文
政

よ

し

ず

み

二
年
（
一
八
一
九
）
に
書
き
写
し
た
と
あ
り
ま
す

『
平
沢
通
有
日
記
』
一
（

秋
田
市

。

『

歴
史
叢
書
』
一
、
平
成
十
九
年
）
の
解
題
に
、
平
沢
通
有
は
元
禄
十
五
年
十
二
月
か
ら

元
禄
十
七
年
二
月
ま
で
江
戸
藩
邸
で
刀
番
を
勤
め
、
江
戸
で
赤
穂
浪
士
の
吉
良
邸
討
ち

入
り
事
件
を
調
べ
た
と
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
秋
田
藩
で
は
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
事
件
が
起
こ
っ
た
直
後
に
、
ま
ず
藩

主
が
関
心
を
持
ち
江
戸
藩
邸
の
平
沢
通
有
に
調
べ
さ
せ
た
。
そ
れ
を
百
年
以
上
た
っ
た

後
に
筆
写
し
た
人
物
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
沢
通
有
は
ど
の
よ
う
な

、

。

（

）

情
報
を
集
め
た
の
か
？
皆
様

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い

畑
中
康
博
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「
我
が
家
に
先
祖
か
ら

伝
わ
る
古
文
書
が
あ
る
け

ど
、
何
と
書
い
て
あ
る
か

分
か
ら
な
い
…
」
そ
ん
な

お
悩
み
に
、
く
ず
し
字
解

読
の
経
験
豊
富
な
職
員
が

お
応
え
し
ま
す
。

「
古
文
書
相
談
日
」
始
ま
る

日
時
は
毎
月
第
二
・
第
四
火
曜
日
、
午
後
一
時
か
ら

四
時
。
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
公
文
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー

。（

（

）

に
お
越
し
く
だ
さ
い

電
話
番
号
〇
一
八

八
六
六

八
三
〇
一
）

た
だ
し
、
申
し
込
み
多
数
に
つ
き
、
相
談
時
間
は
お

一
人
様
三
〇
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
大
量

の
古
文
書
の
解
読
や
芸
術
的
に
書
か
れ
た
書
画
・
掛
軸

の
解
読
、
更
に
価
格
評
価
や
鑑
定
は
お
断
り
し
て
お
り

ま
す
。

上
の
写
真
は
、
十
一
月
十
日
の
相
談
日
に
お
越
し
い

た
だ
い
た
秋
田
市
内
在
住
の
ご
婦
人
が
お
持
ち
に
な
ら

れ
た
資
料
で
す
。

内
容
は
、
藩
主
側
近
の
膳
番
が
仁
井
田
村
の
多
兵
衛

に
、
藩
主
が
食
す
魚
を
捕
る
た
め
の
網
を
与
え
た
、
つ

ま
り
は
漁
業
権
を
認
め
た
も
の
で
す
。
し
か
も
漁
業
権

を
得
た
こ
と
で
掛
け
ら
れ
る
役
銀
は
免
除
さ
れ
て
い
ま

。

、

す

そ
れ
だ
け
藩
主
が
食
す
魚
を
捕
る
と
い
う
こ
と
は

特
別
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
こ
の
古
文
書
の
内
容
を
孫
に
語
り
、
我
が
家
の
誇

り
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」
と
ご
婦
人
。

皆
様
の
御
相
談
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

花
押
と
は
、
文
書
の
最
後
に
発
給
者
が
記
す
サ
イ
ン

で
す
。
江
戸
時
代
、
秋
田
藩
で
は
藩
士
が
持
っ
て
い
た

古
文
書
を
藩
庁
で
写
す
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
際
花
押
だ
け
を
集
め
た
資
料
も
作
り
ま
し
た
。
今
回

の
出
題
は
「
花
押
藪

（
Ａ
二
八
〇
―
七
一
―
一
）
か

」

ら
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
け

る
西
軍
武
将
の
花
押
を
選
び
ま
し
た
。
さ
て
次
の
花
押

花
押
ク
イ
ズ

―
誰
の
サ
イ
ン
で
し
ょ
う
―

を
書
い
た
人
は
誰
で
し
ょ

う
。

〈
第
一
問
〉

立
ち
寄
っ
た
羽
柴
秀
吉

に
、
三
杯
の
お
茶
を
出
し

て
家
臣
に
取
り
立
て
ら
れ

た
人
物
で
す
。

〈
第
二
問
〉

関
ヶ
原
の
戦
い
で
、

輿
に
乗
っ
て
軍
を
指
揮
し

た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

〈
第
三
問
〉

下
野
国
小
山
か
ら
関

ヶ
原
へ
向
か
う
徳
川
秀

忠
軍
に
籠
城
戦
を
い
ど

み
、
つ
い
に
は
関
ヶ
原
の

戦
い
に
遅
参
さ
せ
た
人
物

と
し
て
有
名
で
す
。

〈
第
四
問
〉

豊
臣
政
権
下
で
大
老
を

勤
め
ま
し
た
。
今
年
の
大

河
ド
ラ
マ
の
中
心
的
な
登

場
人
物
で
し
た
。

「

」

答
は
次
号

古
文
書
倶
楽
部

で
。
次
号
ま
で
待
ち
き
れ
な

い
方
は

「
花
押
藪
」
を
ご

、

覧
く
だ
さ
い
。
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