
当
館
で
は
六
万
八
千
点
以
上
の
古
文
書
を
所
蔵
し
て

い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
絵
図
も
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、

閲
覧
を
希
望
さ
れ
る
方
も
多
い
で
す
。
今
回
は｢

川
中
島

合
戦
図｣

(

吉
沢
四
八
八
―
二
八
―
二
）
を
取
り
上
げ
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

最
近
は
、
大
河
ド
ラ
マ
等
を
通
し
て
、
歴
史
へ
の
興

味
・
関
心
を
深
め
る
方
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

絵
図
に
見
ら
れ
る
戦
国
時
代

～
「
川
中
島
合
戦
図
」
よ
り
～

川中島合戦図（吉沢４８８－２８－２）

拡大図①

昨
年
十
二
月
ま
で
放
送
さ
れ
た
大
河
ド
ラ
マ
『
お
ん

』

。

な
城
主

直
虎

で
松
平
健
が
演
じ
て
い
た
武
田
信
玄

｢

戦
国
最
強｣

と
恐
れ
ら
れ
た
騎
馬
隊
を
有
し
武
名
を
高

め
た
彼
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
・
上
杉
謙
信
と
の
川
中
島

の
戦
い
は
非
常
に
有
名
で
す
。
こ
の
絵
図
に
は
、
そ
の

戦
い
に
参
戦
し
た
両
軍
の
武
将
た
ち
の
名
前
が
多
数
見

ら
れ
ま
す
。
左
の
拡
大
図
①
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
例
え

ば
、
こ
の
戦
い
で
戦
死
す
る
ま
で
武
田
軍
の
副
将
と
し

て
兄
の
信
玄
を
支
え
続
け
た
武
田
典
厩
（
信
繁

、
武

）

田
家
の
滅
亡
ま
で
信
玄
・
勝
頼
の
二
代
に
仕
え
た
跡
部

大
炊
助
（
勝
資
）
な
ど
の
名
前
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
築
城
さ
れ
た
海

拡大図②

（

）

津
城

拡
大
図
②
参
照

も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
城
は
四
度
目
の
戦

闘
の
際
に
信
玄
が
山
本

勘
助
に
命
じ
て
築
城
さ

せ
た
城
で
、
の
ち
に
松

代
城
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
信
玄

は
二
万
人
の
兵
を
率
い

て
海
津
城
に
入
り
上
杉

、

、

軍
と
対
峙
し
ま
し
た
が

こ
の
時
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ

弟
の
典
厩
や
山
本
勘
助
ら
が
戦
死
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
絵
図
が
描
か
れ
た
の
は
幕
末
の
慶

応
二
年
（
一
八
六
六
）
で
す
。
川
中
島
の
戦
い
が
行
わ

れ
た
の
は
今
か
ら
四
五
〇
～
四
六
〇
年
程
前
の
十
六
世

紀
半
ば
で
す
。
筆
者
は
な
ぜ
、
三
〇
〇
年
も
昔
の
出
来

事
を
幕
末
の
慌
た
だ
し
い
最
中
に
描
こ
う
と
し
た
の
か

・
・
・
と
い
う
疑
問
は
浮
か
び
ま
す
が
、
こ
の
絵
は
筆

者
の
吉
沢
主
税
清
恭
か
ら
村
上
大
内
蔵
に
送
ら
れ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。
村
上
氏
の
求
め
に
応
じ
て
吉
沢
氏
が

描
い
た
の
か
、
何
ら
か
の
理
由
で
吉
沢
氏
が
描
い
た
も

の
に
村
上
氏
が
興
味
を
持
っ
た
の
か
。
そ
れ
以
上
の
こ

と
は
推
測
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

文
字
が
あ
れ
ば
読
み
取
り
は
簡
単
で
す
が
、
書
か
れ

て
い
る
文
字
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
ち
ら
の
想
像
も

膨
ら
み
、
さ
ら
に
探
求
意
欲
が
増
す
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
一
部
の
絵
図
に
つ
い
て
は
、
当
館
の
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
サ
イ
ト
で
調
べ
る
こ
と
も
可
能
な
の

、

。

【

】

で

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

村
山
純
一
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新
年

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

本
年
も
ど
う
ぞ
公
文
書
館
及
び
古
文
書
倶
楽
部

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

を
よ
ろ
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酸
性
紙
に
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
西
洋
の
古
文
書
と
違

い
、
和
紙
と
墨
を
用
い
た
日
本
の
古
文
書
は
経
年
変
化

に
強
く
、
保
存
し
や
す
い
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

長
い
間
に
水
を
か
ぶ
っ
た
り
虫
に
喰
わ
れ
た
り
し
た
た

め
に
破
損
が
ひ
ど
く
、
修
復
を
必
要
と
す
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
修
復
を
す
れ
ば
い
い

と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
余
計
な
修
復
に
よ
っ

て
、
史
料
と
し
て
の
性
格
が
「
破
損
」
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
例
を
、
当
館
が
所
蔵
す
る
『
北
家
日

記

（
Ａ
Ｋ
二
一
二

〇
一

〇
〇
一
～
七
六
五
）
で

』

―

―

み
て
み
ま
し
ょ
う
。

同
史
料
は
、
当
館
の
設
立
に
と
も
な
い
、
旧
県
立
秋

田
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
全
七
六
五
冊
か
ら

な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
点
で
そ
の
す
べ
て
に
裏
う
ち
が

さ
れ
、
表
紙
に
は
紺
色
の
厚
紙
が
新
た
に
付
さ
れ
て
い

ま
す
（
一
巻
か
ら
十
四
巻
ま
で
は
、
古
い
も
の
と
思
わ

れ
ま
す

。
も
ち
ろ
ん
、
冊
子
に
よ
っ
て
は
虫
喰
い
の

）

ひ
ど
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
は
保
存

状
態
は
よ
く
、
裏
う
ち
を
必
要
と
さ
れ
る
部
分
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

裏
う
ち
を
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
生
じ
ま

す
。
①
紙
の
質
が
わ
か
ら
な
く
な
る
、
②
簿
冊
が
本
来

の
倍
以
上
の
厚
さ
に
な
り
、
原
型
が
そ
こ
な
わ
れ
る
、

な
ど
。
綴
じ
目
の
部
分
が
読
め
な
く
な
っ
た
り
、
写
真

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

修
復
に
よ
る
文
書
の
破
損

～
「
過
ぎ
た
る
は
…
」
～

撮
影
が
し
づ
ら
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
実
際
一
丁
ご
と

の
紙
が
厚
く
な
り
、
両
脇
を
文
鎮
な
ど
で
は
お
さ
え
き

れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

写
真
の
①
を
見
て
下
さ
い
。
文
字
の
下
の
部
分
が
途

中
で
途
切
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
修
復
を
請
け
負
っ

た
業
者
が
、
修
復
後
の
「
み
て
く
れ
」
を
よ
く
す
る
た

、

。

め
に

史
料
の
下
部
を
裁
断
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
す

無
残
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

、

。

写
真
②
は

一
見
な
ん
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す

し
か
し
、
青
い
表
紙
は
後
付
け
で
、
用
紙
は
現
代
の
も

。

。

の
で
す

そ
の
上
に
白
く
て
四
角
い
部
分
が
見
え
ま
す

こ
の
上
に
は
、
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ

れ
は
、
実
物
の
日
記
の
表
紙
の
一
部
な
の
で
す
。
修
復

者
は
、
体
裁
を
す
べ
て
統
一
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ

原
本
の
表
紙
の
文
字
が
書
か
れ
た
部
分
を
切
り
取
っ

て
、
後
付
け
の
表
紙
に
貼
り
付
け
て
い
る
の
で
す
。
も

し
か
す
れ
ば
、
表
紙
部
分
の
破
損
が
酷
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
ら
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
破
損

の
酷
い
と
こ
ろ
だ
け
を
修
復
す
れ
ば
す
む
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
冊
子
が
何
冊

か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
も
う
元
の
か
た
ち

に
も
ど
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
思
う
と
、
こ

の
「
修
復
」
は
「
破
壊
」
行
為
に
近
い
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。

一
つ
の
古
文
書
は
、
世
界
に
そ
れ
ひ
と
つ
し
か
存
在

し
な
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
が
勉
強
の
た
め
に
利
用
す

る
場
合
も
、
丁
寧
な
扱
い
を
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
慣
れ
る
ほ
ど
に
丁
寧
な
所
作
を
忘
れ
な
い
こ
と
、

そ
れ
が
歴
史
資
料
を
扱
う
者
の
義
務
だ
と
思
い
ま
す
。

【
金
森
正
也
】

写真② 写真①


