
                    

山
形
大
学
附
属
図
書
館
・
附
属
博
物
館
共
催 

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
記
念
展
示
会 

「
直
江
兼
続
と
そ
の
時
代
」
展 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
Ⅱ 

解
説 

平
成
21
年
７
月
24
日
～
８
月
８
日
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は
じ
め
に 

 

直
江
兼
続
は
米
沢
藩
初
代
藩
主
・
上
杉
景
勝
の
執
政
と
し
て
、
政
治
・
軍
事
に
活
躍
し
た
名
宰
相

と
い
わ
れ
る
人
物
で
、
現
在
好
評
オ
ン
エ
ア
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
天
地
人
」
の
主
人
公
と
し

て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
像
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と

思
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
今
回
、
２
０
０
７
年
の
パ
ー
ト
１
に
つ
づ
き
、
本
学
図
書
館
・
博
物
館
が
所
蔵
す
る
兼
続

関
連
の
貴
重
な
歴
史
資
料
を
展
示
し
、
ご
紹
介
し
ま
す
。
「
愛
」
と
「
義
」
の
武
将
・
兼
続
の
な
ま

の
姿
を
物
語
る
山
形
大
学
の
宝
物
を
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 直

江
兼
続
の
生
涯 

 

 

直
江
兼
続
（
1560
～
1620
）
は
、
上
杉
家
の
家
臣
・
樋
口
兼
豊
の
子
と
し
て
坂
戸
城
（
新
潟
県
南
魚

沼
市
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
上
杉
景
勝
の
近
従
と
し
て
仕
え
、
天
正
９
年
（
1581
）
直

江
信
綱
の
死
に
よ
り
、
直
江
家
を
継
ぎ
ま
す
。
同
10
年
（
1582
）
、
上
杉
氏
は
織
田
信
長
と
の
全
面
対

決
を
迎
え
、
魚
津
城
の
戦
い
で
多
く
の
武
将
を
失
い
ま
す
が
、
本
能
寺
の
変
に
よ
り
、
危
機
を
脱
し

ま
す
。 

 

豊
臣
政
権
下
で
は
、
上
杉
家
の
執
政
と
し
て
、
政
権
の
中
枢
人
物
と
の
対
外
折
衝
を
担
当
し
た
り
、

有
力
者
と
の
茶
会
・
連
歌
会
に
参
加
し
、
そ
の
手
腕
を
発
揮
し
ま
す
。 

 

豊
臣
秀
吉
死
後
、
徳
川
家
康
と
の
間
に
緊
張
が
高
ま
る
と
、
讒
訴
（
い
い
が
か
り
）
に
対
し
断
固

と
し
た
反
論
を
お
こ
な
っ
た
書
状
（「
直
江
状
」
）
を
し
た
た
め
、
上
杉
氏
の
言
い
分
を
堂
々
と
主
張

し
ま
し
た
。 

 

関
ヶ
原
の
合
戦
（
慶
長
出
羽
合
戦)

）
で
は
総
大
将
と
し
て
指
揮
を
執
り
、
戦
後
は
城
下
町
米
沢

の
発
展
に
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。
享
年
60
歳
。 

解
説
① 

直
江
兼
続
の
登
場
と
魚
津
城
攻
防
戦 

  

大
河
ド
ラ
マ
「
天
地
人
」
は
、
上
杉
謙
信
在
世
中
か
ら
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。
史
料
か
ら
は
謙
信

の
時
代
に
兼
続
の
活
動
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
景
勝
へ
の
代
替
わ
り
直
後
か
ら
活
躍
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
謙
信
の
時
代
か
ら
上
杉
氏
に
仕
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
こ
で
、
今
回
の
展
示
会
で
は
、
上
杉
謙
信
の
活
躍
を
物
語
る
史
料
か
ら
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

謙
信
の
前
の
代
、
長
尾
為
景
は
、
守
護
代
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
の
、
地
方
領
主
（
国
人
衆
）
を
統

率
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
謙
信
は
、
国
人
領
主
間
の
領
地
争
い
を
仲
介
す

る
な
ど
し
て
、
着
実
に
自
ら
の
支
配
を
浸
透
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
（
史
料
①
）
。 

 

ま
た
、
謙
信
は
家
臣
へ
の
思
い
や
り
の
こ
も
っ
た
手
紙
も
残
し
て
お
り
（
史
料
②
）
、
そ
う
い
っ

た
人
間
的
な
面
で
も
尊
敬
を
集
め
、
人
心
を
収
攬
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

そ
の
謙
信
も
病
に
倒
れ
、
天
正
６
年
（
1578
）
、
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
兼
続
の
時
代

に
な
り
ま
す
。 

 

直
江
兼
続
の
登
場
す
る
天
正
９
年(

1581)

は
、
織
田
信
長
に
よ
る
天
下
統
一
が
目
前
に
迫
っ
て
い
た

時
期
で
す
。
当
時
、
謙
信
な
き
後
の
上
杉
氏
は
信
長
方
の
軍
勢
に
攻
め
こ
ま
れ
、
越
中
西
部
の
諸
城

が
陥
落
し
て
い
た
ほ
か
、
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
武
田
氏
も
天
正
３
年
の
長
篠
の
戦
い
以
降
頽
勢
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
非
常
な
苦
境
に
お
ち
い
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
上
杉
家
当
主
景
勝
の
側
近
と
し
て
仕
え
て
い
た
樋
口
与
六
兼
続
は
、
急

死
し
た
重
臣
直
江
信
綱
の
養
子
と
な
り
、
そ
の
名
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。
の
ち
の
執
政
・
直
江
兼
続
の

登
場
で
す
。 

 

翌
天
正
10
年(

1582)

、
信
長
の
部
将
・
柴
田
勝
家
率
い
る
軍
勢
は
越
中
の
松
倉
・
魚
津
両
城
に
迫
り
、

景
勝
は
両
城
を
支
援
す
る
た
め
天
神
山
に
布
陣
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
武
田
氏
を
滅
ぼ
し
た
森
長
可

の
軍
勢
が
信
濃
口
か
ら
本
国
越
後
へ
侵
入
す
る
と
、
景
勝
は
松
倉
城
の
将
兵
と
と
も
に
越
後
へ
引
き
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あ
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
越
中
の
守
り
は
吉
江
宗
信
、
中
条
景
泰
ら
の
魚
津
城
将
た
ち
に
託
さ
れ

ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
彼
ら
の
奮
戦
も
む
な
し
く
魚
津
城
は
陥
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
城
将
た
ち
は
名
を
後
世

に
残
す
た
め
、
耳
に
名
札
を
付
け
て
自
害
し
た
と
い
い
ま
す
。
今
回
展
示
し
て
い
る
城
将
か
ら
兼
続

へ
宛
て
た
書
状
（
史
料
⑤
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
魚
津
城
攻
防
戦
へ
の
対
処
は
、
表
舞
台
に
出
た

兼
続
の
最
初
の
正
念
場
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
の
場
面
は
兼
続
を
主
人
公
と
す
る
小
説
に

も
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
ま
す
。 

 

魚
津
城
陥
落
の
直
後
、
上
杉
氏
の
元
に
本
能
寺
の
変
の
知
ら
せ
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
信
長
の
部

将
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
兵
を
返
し
、
上
杉
氏
は
九
死
に
一
生
を
得
た
の
で
し
た
。 

史
料
①
天
室
光
育

て

ん

し

つ

こ

う

い

く

書
状

し

ょ
じ
ょ
う 

弘
治
元
年(

1555)

11
月
４
日 

附
属
図
書
館
所
蔵 

中
条
家
文
書 

 

林
泉
寺
前
住
職
・
天
室
光
育
が
中
条
藤
資
に
宛
て
た
書
状
。
光
育
は
上
杉
謙
信
の
学
問
の
師
で
あ

る
。
こ
の
書
状
で
、
光
育
は
謙
信
の
意
を
受
け
て
、
代
々
境
界
争
い
が
絶
え
な
い
中
条
氏
と
黒
川
氏

の
間
を
仲
裁
し
て
い
る
。
謙
信
が
国
人
間
の
争
い
を
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
存
在
感
を
発
揮
し
、
中

条
氏
ら
揚あ

が

北き
た

衆
（
阿
賀
野
川
以
北
の
国
人
衆
）
を
徐
々
に
家
臣
団
へ
編
入
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
な
お
、
本
書
状
冒
頭
に
、
「
今
度
者

こ

た

び

は

御
陣
労

ご
じ
ん
ろ
う

ニに

打

続

永
々

う
ち
つ
づ
き
な
が
な
が
の

御
在
府

ご

ざ

い

ふ

…
」
と
あ
る
の
は
、

天
文
24
年
の
第
２
次
川
中
島
出
兵
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
藤
資
は
川
中
島
の
戦
い
に
二
度
参
陣
し

て
お
り
、
上
杉
氏
を
代
表
す
る
武
将
と
言
え
る
。 

 

《
翻 

刻
》 

今
度
者
御
陣
労
ニ
打
続
永
々
御
在
府
、 

御
苦
労
共
無
申
計
候
、
雖
然
与
黒
河
御 

間
之
取
成
、
可
被
申
之
心
底
計
ニ
候
、
就
之 

所
帯
方
之
義
、
縦
黒
河
様
々
被
申
事 

雖
多
之
候
、
鼓
岡
并
名
津
居
弐
ケ 

所
計
ニ
候
、
其
外
者
於
何
事
も
旦
方
不
被 

致
納
得
候
、
遠
路
之
事
ニ
候
間
、
於
下
口
誰
人 

兎
角
之
義
申
之
候
共
、
不
可
有
実
義
候
、 

御
門
送
ニ
雖
可
参
候
、
却
而
御
造
作
之 

間
、
以
使
僧
申
候
、
将
亦
松
岡
源
左
衛
門
事 

申
候
処
ニ
、
御
領
掌
忝
存
候
、
巨
細
之
段 

恕
益
ニ
申
含
候
、
恐
々
謹
言 

 

（
弘
治
元
年
）
霜
月
四
日 

光
育
（
花
押
） 

 

《
現
代
語
訳
》 

こ
の
た
び
は
出
陣
の
ご
苦
労
に
打
ち
続
き
、
長
々
の
（
春
日
山
）

御
在
府
、
御
苦
労
様
と
申
し
上
げ
る
他
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
黒

川
氏
と
の
（
紛
争
の
）
取
り
な
し
は
、
心
底
か
ら
こ
れ
を
申
し

上
げ
る
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
方
々
か
ら
の
意
見

に
よ
っ
て
、
黒
川
氏
が
様
々
申
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
で
す
が
、

鼓
岡
と
名
津
居
の
二
か
所
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
そ
の
他
は
ど
の

提
案
も
ど
ち
ら
か
片
方
が
納
得
し
な
い
で
し
ょ
う
。
お
互
い
遠

方
に
い
ま
す
の
で
、
誰
彼
が
と
か
く
色
々
申
し
述
べ
る
で
し
ょ

う
が
、
実
現
性
が
あ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
接
参
上
す
る

べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
か
え
っ
て
御
手
間
を
取
ら
せ
ま
す
の
で
、

使
僧
を
や
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
松
岡
源
左
衛
門
の
こ

と
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ご
了
承
い
た
だ
い
て
か
た

じ
け
な
く
思
い
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
恕
益
に
申
し
含
ん
で
お
き
ま
す
。
恐
々
謹
言
。 
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史
料
②
上
杉

う

え

す

ぎ

謙け

ん

信し

ん

（
輝て

る

虎と

ら

）
書
状

し

ょ
じ
ょ
う 

天
正
２
年
（
1574
）
８
月
７
日 

附
属
図
書
館
所
蔵 

中
条
家
文
書 

 

上
杉
謙
信
が
吉
江
（
中
条
）
景
泰
の
両
親
で
あ
る
吉
江

景
資
夫
婦
へ
宛
て
た
手
紙
。
天
正
２
年
７
月
、
謙
信
は
軍

を
率
い
て
加
賀
へ
侵
攻
し
た
。
こ
の
と
き
加
賀
の
一
向
宗

門
徒
・
若
林
雅
楽

う

た

の

助す
け

ら
の
立
て
籠
も
る
朝
日
山
城
（
石
川

県
金
沢
市
）
を
攻
め
た
が
、
堅
固
な
要
害
で
城
兵
が
よ
く

守
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
攻
め
あ
ぐ
ね
た
。
こ
の
と
き
初
陣

で
弱
冠
18
才
の
景
泰
は
、
謙
信
の
制
止
を
聞
か
ず
敵
の

鉄
砲
の
面
前
に
飛
び
出
し
た
た
め
、
謙
信
は
こ
れ
を
引
き

戻
し
、
「
い
ま
に
お
し
こ
め
」
た
の
で
、
心
配
し
な
い
よ

う
に
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
合
戦
は
激
し
く
、
景

泰
を
負
傷
さ
せ
て
は
両
親
に
す
ま
な
い
と
思
い
、
参
戦
さ

せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
理
解
し
て
ほ
し
い
と
続

け
て
い
る
。
猛
将
と
し
て
名
高
い
謙
信
の
意
外
な
一
面
が

窺
え
る
と
同
時
に
、
鉄
砲
で
武
装
し
た
加
賀
一
向
宗
の
強
さ
も
伝
え
て
い
る
。 

 

《
翻 

刻
》 

へ
つ
し
て
を
も
つ
て
申
候
、
あ
さ
ひ
（
朝
日
）
と
り
つ
め
せ
め
候 

へ
は
、
い
つ
れ
も
と
も
候
な
か
ニ
、
れ
い
の
与
次
、
お
な
し
く 

き
四
郎
、
身
の
事
も
い
け
ん
申
候
へ
共
、
も
ち
い
す
、
ひ 

と
り
て
つ
は
う
（
鉄
砲
）
の
さ
き
へ
か
け
り
あ
る
き
候
、
身 

の
事
ハ
ふ
た
つ
し
や
（
不
達
者
）
ニ
候
間
、
こ
し
ま
（
小
嶋
）
を
た
の
ミ 

ひ
き
す
り
か
へ
し
、
い
ま
に
お
し
こ
め
候
、
さ
た 

め
て
あ
ん
す
へ
く
候
へ
共
、
身
の
見
あ
い
な
か
ら
、 

て
つ
は
う
の
さ
き
へ
こ
し
、
て
を
お
わ
せ
候
共
、 

う
ち
こ
ろ
さ
せ
候
と
も
、
さ
た
め
て
そ
の
と
き
ハ 

こ
の
入
道
を
な
ら
て
ハ
う
ら
ミ
ま
し
く
候
間
、
一 

た
ん
お
い
こ
め
候
事
ハ
、
く
る
し
か
ら
す
候
と 

お
も
ひ
、
そ
の
た
め
お
し
こ
め
き
め
申
候
、
よ
う 

よ
う
と
お
も
ふ
へ
く
候
、
か
き
さ
き
け
ん
三
（
柿
崎
源
三
）
も
も
を 

う
ら
お
も
て
へ
う
ち
ぬ
か
れ
、
や
や
ニ
よ
は
り
か
へ 

し
候
、
又
ち
う
け
ん
（
中
間
）
ま
こ
四
郎
も
、
て
つ
は
う
ニ
う
ち 

こ
ろ
さ
れ
候
、
い
つ
れ
も
か
く
し
候
間
、
こ
の
ほ
か
ハ
し 

ら
す
候
、
こ
の
こ
と
く
ニ
候
間
、
て
を
お
い
候
と
も
、
い
ま 

き
め
候
よ
り
ハ
ふ
う
ふ
の
も
の
と
も
う
ら
む
へ
く
候
間
、 

こ
の
た
ん
申
候
、
せ
い
し
を
申
候
へ
度
共
、
な
か
な
か 

身
の
い
け
ん
ニ
ハ
つ
か
す
候
間
、
き
や
う
こ
う
ハ 

お
り
へ
（
吉
江
織
部
）
そ
ば
ニ
く
よ
り
ほ
か
ニ
あ
る
ま
し
く
候
、 

か
へ
り
候
ハ
ハ
、
ふ
う
ふ
な
か
ら
ふ
ひ
ん
ニ
候
ハ
ハ
、
ま
つ
ま
つ 

あ
ふ
ま
し
く
候
、
あ
や
ま
ち
候
ハ
ハ
、
ほ
へ
ま
わ
り
候 

と
も
、
よ
う
ニ
た
つ
ま
し
く
候
、
こ
の
こ
と
は
か
り 

申
へ
き
た
め
、
ふ
う
ふ
か
た
へ
一
し
ゅ
ニ
申
候
、
め
て 

た
く
か
さ
ね
て
、
以
上 

 
 

（
天
正
二
年
）
八
月
七
日 

（
上
杉
）
謙
信
（
花
押
） 

 
 
 
 
 

よ
し
江
お
り
へ
（
吉
江
織
部
）
殿 

 
 
 
 
 

与
次
ろ
う
ほ
（
老
母
）
へ 

 

史
料
③
中
条
景

な

か

じ

ょ
う

か

げ

泰や

す

書
状

し

ょ
じ
ょ
う 

天
正
７
年
（
1579
）
２
月
14
日 

附
属
図
書
館
所
蔵 

中
条
家
文
書 

 

上
杉
景
勝
か
ら
高
野
山
清
浄
心
院
宛
て
の
書
状
の
添
え
状
と
し
て
中
条
景
泰
が
認
め
た
書
状
。
謙

信
の
没
後
景
勝
が
名
跡
を
継
ぎ
、「
当
国
錯
乱

さ
く
ら
ん

之
儀
」
（
謙
信
の
後
継
者
争
い
「
御
舘

お

た

て

の
乱
」
）
は
収

ま
り
、
平
穏
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
景
泰
は
謙
信
に
目
を
か
け
ら
れ
、
吉
江
氏
か
ら
名

族
中
条
氏
に
養
子
に
入
っ
て
い
た
。
こ
の
書
状
か
ら
は
景
泰
が
景
勝
の
側
近
く
に
仕
え
て
お
り
、
二

代
に
わ
た
り
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
御
舘
の
乱
の
間
、
中
条
氏
の
本
拠
地
・
鳥と

つ

坂さ
か

城
は

上
杉
景
虎
方
に
奪
わ
れ
て
い
た
。
当
主
不
在
の
状
況
下
、
一
族
の
築
地
資

つ
い
じ
す
け

豊と
よ

が
城
奪
回
に
奔
走
し
、
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こ
の
年
４
月
に
よ
う
や
く
奪
回
す
る
。
し
か
し
、
景
泰
は
中
条
の
地
へ
赴
く
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
越

中
国
魚
津
城
の
城
将
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
。 

《
翻 

刻
》 

貴
札
拝
披
、
殊
五
種 

御
意
恐
悦
之
至
存
候
、
仍 

如
尊
意
、
謙
信
遠
行
之
事
、 

無
是
非
次
第
候
、
依
之
、
当
代
へ 

御
状
被
指
越
、
即
及
披
露
祝 

着
被
申
趣
、
回
報
御
使
僧
へ 

申
渡
候
、
次
当
国
錯
乱
之
儀
、
差
事 

無
之
候
間
、
可
属
静
謐
候
、
可
御 

心
易
候
、
随
而
御
音
信
計
一
種 

進
覧
之
候
、
猶
奉
期
再
音
之
時
候
、 

恐
々
謹
言
、 

 

（
天
正
七
年
）
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 

（
中
条
）
景
泰 

 
 

清
浄
心
院 

 
 
 
 
 

参
尊
法 

 

史
料
④
吉
江
宗
誾

よ

し

え

そ

う

ぎ

ん

書
状

し
ょ
じ
ょ
う 

天
正
９
年
（
1581
）
11
月
晦
日 

附
属
図
書
館
所
蔵 

中
条
家
文
書 

 

中
条
景
泰
の
祖
父
に
当
た
る
吉
江
宗
信
（
宗
誾
）
が
景
泰
に
宛
て
た
書
状
。
越
中
方
面
（
西
表
）

で
手
柄
を
た
て
た
ら
、
今
回
隠
居
の
た
め
の
経
費
と
し
て
得
た
神
保
長
住
の
旧
領
の
内
か
ら
500
俵
分

を
分
け
与
え
る
と
約
束
し
て
い
る
。
ま
た
、
景
泰
の
弟
与
橘
に
は
300
俵
を
与
え
る
と
別
の
書
状
で
約

束
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
約
束
は
守
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
両
名
は
魚
津
城
に
お
い
て
壮
烈
な
戦

死
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。 

                     

《
翻 

刻
》 

 
 

端
書
不
申
候
、 

今
度
魚
津
之
地
御
番
被 

仰
付
、
依
罷
登
、

先
達
於
増
山
之
地
御
奉
公
申
上
付
而
、
為

隠
居
分
被
下
候
神
保
四
郎
左
衛
門
尉
分
、

猶
以 

御
相
違
有
間
敷
之
由
、
重
而 

御
朱

印
被 

成
下
候
、
目
出
度
西
表
於
遂
本
意

者
、
彼
地
行
分
之
内
ニ
お
ゐ
て
五
百
俵
之

所
可
進
之
候
、
為
後
日
一
筆
申
達
候
、

恐
々
謹
言
、 

常
陸
入
道 

宗
誾
（
花
押
） 

拾
壱
月
晦
日 

越
前
守
殿 

参
御
宿
所 

 

《
現
代
語
訳
》 

今
度
魚
津
の
地
の
守
備
を
仰
せ
つ
け
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
罷
り
越
し
ま
す
。
先
だ
っ

て
、
増
山
の
地
に
お
い
て
ご
奉
公
し
た
お

り
、
隠
居
分
と
し
て
、
神
保
四
郎
左
衛
門

尉
の
領
地
を
差
し
下
さ
れ
ま
し
た
が
、
相

違
な
い
こ
と
の
証
と
し
て
、
重
ね
て
御
朱
印

状
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
め
で
た
く
西

表
（
越
中
戦
線
）
に
お
い
て
本
意
を
遂
げ
ま

し
た
ら
、
そ
の
領
地
の
う
ち
、
五
百
俵
分
を

進
呈
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
後
日
の
た
め
、
一

筆
申
し
達
し
ま
す
。
恐
々
謹
言
。 
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史
料
⑤
魚
津
在

う

お

づ

ざ

い

城
じ
ょ
う

衆
し
ゅ
う

十
二
名

じ

ゅ

う

に

め

い

連
署

れ

ん

し

ょ

書
状

し

ょ
じ
ょ
う 

天
正
10
年
（
1582
）
4
月
23
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
属
図
書
館
所
蔵 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
条
家
文
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

織
田
信
長
の
部
将
・
柴
田
勝
家
ら
に
攻

め
ら
れ
、
守
り
に
つ
い
て
い
た
越
中

国
・
魚
津
城
（
現
富
山
県
魚
津
市
）
の

武
将
た
ち
が
直
江
兼
続
に
宛
て
た
書

状
。
こ
の
時
期
、
上
杉
氏
は
謙
信
の
後

継
争
い
「
御
舘
の
乱
」
が
よ
う
や
く
終

結
し
て
後
継
者
・
景
勝
が
そ
の
地
歩
を

固
め
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、

中
央
で
は
信
長
の
勢
力
が
伸
長
し
、
武

田
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
そ
の
矛
先
は

上
杉
氏
へ
向
い
た
。
３
月
中
旬
、
織
田

軍
が
魚
津
城
を
と
り
囲
み
、
攻
囲
戦
は

以
後
二
月
半
に
も
渡
っ
て
続
い
た
。
４

月
23
日
付
の
こ
の
書
状
で
、
中
条
景

泰
ら
の
武
将
た
ち
は
滅
亡
必
至
を
伝

え
、
景
勝
に
披
露
し
て
ほ
し
い
旨
を
兼

続
へ
依
頼
し
て
い
る
。
結
局
６
月
３
日

に
至
り
、
城
は
陥
落
し
武
将
た
ち
は
全

員
自
害
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
日
の

６
月
２
日
に
本
能
寺
の
変
が
起
き
た

た
め
、
侵
攻
軍
は
引
き
揚
げ
て
い
き
、
上
杉
氏
は
滅
亡
の
危
機
か
ら
辛
く
も
逃
れ
た
。 

 

史
料
⑥
上
杉

う

え

す

ぎ

景
勝

か

げ

か

つ

朱
印
状

し

ゅ
い
ん

じ

ょ
う 

天
正
10
年
（
1582
）
12
月
2
日 

附
属
図
書
館
所
蔵 

中
条
家
文
書 

 

魚
津
城
攻
防
戦
に
お
い
て
、
若
干
25
歳
で
戦
死
し
た
中
条
景
泰
の
遺
児
・
一い

っ

黒こ
く

が
旧
来
の
所
領
と

新
恩
地
を
支
配
す
る
こ
と
を
許
し
た
文
書
。
新
恩
地
に
つ
い
て
は
安
堵
状
が
現
存
し
な
い
が
、
景
泰

と
共
に
戦
死
し
た
祖
父
の
吉
江
宗
誾

そ
う
ぎ
ん

が
、
戦
前
に
神
保

じ

ん

ぼ

長
住

な
が
す
み

の
旧
領
半
分
を
景
泰
へ
譲
る
旨
を
約
束

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
黒
は
、
後
に
与
次
三み

つ

盛も
り

と
名
乗
り
、
上
杉

氏
の
会
津
移
封
後
は
鮎
貝

あ
ゆ
か
い

城
（
現
白
鷹
町
）
に
封
ぜ
ら
た
。
関
ヶ
原
の
役
の
出
羽
に
お
け
る
戦
い
（
慶

長
出
羽
合
戦
）
で
は
、
栃
窪

と
ち
く
ぼ

口
方
面
の
与
力
と
し

て
八
ツ
沼
城
（
現
朝
日
町
）
攻
略
に
功
績
を
上
げ

た
。
し
か
し
、
関
ヶ
原
か
ら
の
敗
報
に
よ
り
退
却

と
決
し
、
退
却
戦
で
負
っ
た
傷
が
元
で
死
去
し
た
。 

 

《
翻 

刻
》 

知
行
之
事
、 

本
領
・
新
地
共
ニ
、 

如
亡
父
越
前
守
代
、 

不
可
有
相
違
、 

者
也
、
仍
如
件 

 

天
正
十
年 

 
 
 

十
二
月
二
月 

 

景
勝
（
朱
印
） 

 
 
 
 
 

中
条
一
黒
殿 

《
翻 

刻
》 

当
月
五
日
・
同
十
一
日
之
御
書
御
両

通
、
昨
夜
戊
刻
自
松
倉
到
来
、
謹
而

奉
拝
見
候
、
仍
当
地
之
儀
、
最
前
如

申
上
候
、
壁
き
わ
迄
取
詰
、
夜
昼
雖

四
十
日
雖
相
責
申
候
、
至
今
日
迄
相

抱
申
候
、
此
上
之
儀
者
、
各
滅
亡
与

存
定
申
候
、
此
由
可
然
様
御
披
露
奉

頼
候
、
恐
惶
謹
言 

中
條
越
前
守 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

景
泰
（
花
押
）

竹
俣
三
河
守 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

慶
綱
（
花
押
）

 
 
 
 

吉
江
喜
四
郎 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

信
景
（
花
押
）

 
 
 
 

寺
嶋
六
三 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

長
資
（
花
押
）

 
 
 
 

蓼
沼
掃
部
助 

 
 
 

卯
月
廿
三
日 

 
 
 
 

泰
重
（
花

押
）

 
 
 
 

藤
丸
新
介

 
 
 
 
 
 
 

勝
俊
（
花
押
）

 
 
 
 

亀
田
小
三
郎 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

長
乗
（
花
押
）

 
 
 
 

若
林
九
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

家
吉
（
花
押
）

 
 
 
 

石
口
采
女
正 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

広
宗
（
花
押
）

 
 
 
 

安
部
右
衛
門
尉 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

政
吉
（
花
押
）

 
 
 
 

吉
江
常
陸
入
道 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

宗
誾
（
花
押
）

 
 
 
 

山
本
寺
松
三 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

景
長
（
花
押
）

直
江
与
六
殿 
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解
説
② 

直
江
状

な

お

え

じ

ょ

う

と
関
ヶ
原
の
合
戦 

 

慶
長
５
年
（
1600
）
４
月
、
徳
川
家
康
は
、
西
笑
承
兌
を
通
じ
て
、
兼
続
へ
宛
て
「
謀
反
の
嫌
疑
を

晴
ら
す
た
め
上
杉
景
勝
を
上
洛
さ
せ
よ
」
と
い
う
内
容
の
手
紙
を
送
っ
た
。
理
由
は
国
元
の
仕
置
き

を
理
由
に
景
勝
が
上
洛
を
延
期
し
て
い
た
た
め
で
、
そ
の
裏
で
は
城
を
築
き
戦
の
準
備
を
し
て
い
る
、

と
讒
訴
す
る
者
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
兼
続
は
同
月
14
日
、
承
兌
に
宛
て
て
、
訴

え
に
対
し
逐
一
反
論
す
る
手
紙
を
送
っ
た
。
こ
れ
が
「
直
江
状
」
で
あ
る
（
史
料
⑦
）
。 

 

兼
続
か
ら
の
届
い
た
「
直
江
状
」
を
読
ん
だ
家
康
は
勿
論
激
怒
し
た
に
違
い
な
い
。
景
勝
の
種
々

の
行
状
に
つ
い
て
理
路
整
然
と
説
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
言
い
訳
・
弁
解
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
で

い
て
痛
烈
に
家
康
を
皮
肉
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
康
は
「
兼
続
の
若
造
ご
と
き

が
」
と
歯
噛
み
す
る
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

そ
し
て
こ
れ
が
上
杉
討
伐
、
更
に
は
関
ヶ
原
合
戦
へ
の
引
き
金
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
家
康
が
激
怒
し
た
と
い
う
の
は
半
分
ポ
ー
ズ
で
あ
っ
て
、
内
心
は
上
杉
討
伐
の
免
罪
符
が

で
き
た
こ
と
に
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
兼
続
も
ま
た
、
挑
発
に
ま
ん
ま
と
乗
っ
て

き
た
家
康
に
対
し
て
「
し
て
や
っ
た
り
」
の
心
境
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。 

 

直
江
状
の
存
在
や
真
偽
が
い
ま
だ
論
争
さ
れ
る
の
は
、
「
関
ヶ
原
合
戦
」
と
い
う
歴
史
の
大
舞
台

に
ま
で
「
直
江
状
」
の
存
在
が
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
、
石
田
三
成
と
呼
応
し
て
家
康
を
挟
み
打
ち

に
す
る
密
約
が
あ
っ
た
な
と
ど
い
う
説
も
、
「
直
江
状
」
が
実
際
に
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
信
憑
性

も
増
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

史
料
⑦ 

直
江
状

な

お

え

じ

ょ

う

（
往
来
物
） 

 

附
属
博
物
館
所
蔵 

 

「
直
江
状
」
と
は
慶
長
５
年
（
1600
）
４
月
１
４
日
、
直
江
兼
続
が
京
都
の
豊
光
寺
の
僧
・
西
笑
承

兌
に
宛
て
た
手
紙
を
い
う
。
同
年
４
月
１
日
付
け
の
承
兌
か
ら
兼
続
に
宛
て
た
「
謀
反
の
嫌
疑
の
た

め
上
杉
景
勝
を
上
洛
さ
せ
よ
」
と
い
う
内
容
の
手
紙
に
逐
一

反
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
承
兌
は
、
連
句
な
ど
を
通
し
て
兼

続
と
交
流
が
あ
り
、
徳
川
家
康
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
も
あ

っ
た
。 

 

兼
続
の
返
書
は
家
康
の
言
い
分
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す

る
も
の
で
あ
り
、
返
書
に
名
を
借
り
た
「
家
康
へ
の
挑
戦
状
」

と
い
っ
た
内
容
で
「
直
江
喧
嘩
状
」
等
と
い
う
物
騒
な
呼
ば

れ
方
も
し
て
い
る
。
家
康
か
ら
の
理
不
尽
な
言
い
が
か
り
に

徹
底
し
て
反
論
、
そ
の
内
容
は
小
気
味
が
よ
く
講
談
を
聞
く

よ
う
な
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
が
。
一
方
「
直
江
状
偽
書
説
」

が
消
え
な
い
の
は
、
そ
の
過
激
な
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
時
の
権
力
者
に
こ
こ
ま
で
慇
懃
無
礼
に
モ
ノ
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
後
世
の
人
々
の

憧
憬
と
憂
い
が
偽
書
説
を
後
押
し
し
て
い
る
。
「
直
江
状
」
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
内
容
は

ま
さ
し
く
兼
続
の
「
義
」
を
示
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
。 

 

山
形
大
学
附
属
博
物
館
に
は
「
直
江
状
（
写
）」
が
２
通
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
上
杉
の
上

級
武
士
で
あ
っ
た
「
安
田
家
文
書
」
か
ら
見
つ
か
っ
た
も
の
で
、
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
」

（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
新
潟
歴
史
博
物
館
の
巡
回
展
）
に
貸
し
出
し
中
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
展
示
の

も
の
は
本
館
所
蔵
の
往
来
物
（
寺
子
屋
や
私
塾
の
お
手
本
類
）
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

解
説
③ 

慶
長

け

い
ち

ょ
う

出
羽

で

わ

合
戦

か

っ

せ

ん

～
北
の
関
ヶ
原
～ 

  

慶
長
３
年
（
1598
）
８
月
、
豊
臣
秀
吉
が
没
す
る
と
、
徳
川
家
康
は
公
然
と
秀
吉
の
遺
言
に
背
き
専

横
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
反
発
か
ら
政
局
は
混
乱
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
、

会
津
に
帰
国
し
た
上
杉
景
勝
は
、
少
な
く
と
も
当
初
は
家
康
と
交
流
を
続
け
、
友
好
関
係
を
保
っ
て
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い
ま
し
た
。
し
か
し
、
慶
長
５
年
（
1600
）
３
月
以
降
、
上
方
で
は
国
元
で
築
城
や
武
器
の
調
達
を
行

う
景
勝
に
対
し
批
判
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
当
初
は
弁
明
に
努
め
て
い
た

景
勝
で
す
が
、
や
が
て
会
津
へ
の
出
兵
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
合
戦
の
覚
悟
を
固
め
ま

し
た
。 

 

家
康
は
６
月
18
日
、
京
都
の
伏
見
城
を
進
発
し
、
会
津
へ
と
軍
を
進
め
ま
す
。
７
月
17
日
、
石

田
三
成
が
家
康
の
非
違
（
誤
り
）
を
正
す
と
し
て
挙
兵
に
踏
み
切
り
、
こ
れ
を
知
っ
た
家
康
は
小
山

で
軍
勢
を
反
転
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
上
杉
氏
は
家
康
と
の
正
面
対
決
は
避
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

家
康
に
味
方
し
、
侵
攻
の
準
備
を
整
え
て
い
た
最
上
氏
の
所
領
へ
先
手
を
打
っ
て
攻
め
入
り
ま
し
た
。

こ
の
戦
い
は
「
慶
長
出
羽
合
戦
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

９
月
９
日
、
兼
続
に
率
い
ら
れ
た
軍
勢
は
、
５
方
面
に
分
か
れ
て
米
沢
を
出
発
し
ま
す
。
栃
窪
口

の
部
隊
は
、
八
ツ
沼
城
・
鳥
屋
カ
森
城
（
朝
日
町
）
を
陥
落
さ
せ
、
左
沢
へ
進
軍
し
ま
し
た
。
中
山

口
の
主
力
は
、
畑
谷
城
（
山
辺
町
）
を
13
日
に
攻
略
し
、
最
上
氏
の
本
拠
地
・
山
形
城
に
迫
り
、
要

衝
・
長
谷
堂
城
（
山
形
市
）
（
史
料
⑧
）
や
上
山
城
（
上
山
市
）
を
攻
囲
し
ま
す
が
、
９
月
中
旬
か

ら
戦
線
は
膠
着
状
態
に
陥
り
ま
す
。
９
月
30
日
、
関
ヶ
原
で
西
軍
が
敗
れ
た
と
の
知
ら
せ
が
兼
続
の

元
へ
も
た
ら
さ
れ
、
上
杉
軍
は
会
津
へ
と
撤
退
し
ま
し
た
。 

 

撤
退
戦
に
お
い
て
、
兼
続
か
ら
殿
軍
を
任
さ
れ
た
前
田
慶
次
・
水
原
親
憲
隊
は
戸
上
山
に
お
い
て

奮
戦
し
、
味
方
の
撤
退
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
撤
退
戦
は
の
ち
に
敵
で
あ
っ
た
家
康
か
ら
も
称

賛
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

史
料
⑧ 

長
谷
堂

は

せ

ど

う

城
じ
ょ
う

大
手

お

お

て

門
扉

も
ん
と
び
ら 

附
属
博
物
館
所
蔵 

 

山
形
市
の
西
南
の
小
山
に
築
か
れ
た
長
谷
堂
城
は
、

山
の
麓
を
米
沢
・
長
井
方
面
に
向
か
う
狐
越
街
道
が
通

る
交
通
の
要
の
地
で
あ
り
、
周
囲
に
は
池
・
深
田
・
空

堀
が
築
か
れ
た
堅
固
な
守
り
の
城
で
あ
っ
た
。 

 

長
谷
堂
城
の
築
城
者
・
築
城
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

慶
長
年
間
に
は
最
上
氏
（
徳
川
方
）
の
要
衝
と
し
て
城

主
・
志
村
伊
豆
守
を
は
じ
め
と
す
る
最
上
軍
の
精
鋭
が

配
さ
れ
て
い
た
。 

 

慶
長
５
年
（
1600
）
、
豊
臣
方
の
直
江
軍
が
長
谷
堂
城
を

囲
み
、
膠
着
状
態
が
続
く
中
、
９
月
30
日
に
関
ヶ
原
で

の
東
軍
（
徳
川
方
）
勝
利
の
報
が
届
き
、
上
杉
景
勝
は

兼
続
に
早
々
の
退
却
を
命
じ
た
。 

 

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
兼
続
一
世
一
代
の
見
せ
場
の
始
ま
り
で
あ
る
。
（
あ
く
ま
で
も
上
杉
方
か
ら

見
た
視
点
で
は
あ
る
が
） 
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最
上
軍
を
引
き
つ
け
て
は
、
鉄
砲
隊
を
仕
掛
け
る
な
ど
の
奇
襲
と
（
こ
の
時
の
鉄
砲
弾
の
跡
が
義

光
の
兜
に
残
っ
て
い
る
）
、
沈
着
冷
静
な
作
戦
に
よ
り
、
直
江
軍
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
米
沢
に
引
き

返
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
撤
退
は
後
の
世
ま
で
語
り
継
が
れ
、
徳
川
家
康
に
し
て
「
あ
っ
ぱ
れ
汝
は

聞
き
及
び
し
以
上
の
武
功
の
者
」
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

長
谷
堂
城
は
最
上
改
易
と
と
も
に
廃
城
と
な
る
が
、
城
の
門
番
を
勤
め
て
い
た
者
が
大
手
門
の
扉

を
貰
い
受
け
、
代
々
そ
の
家
で
は
囲
炉
裏
上
の
梁
に
つ
る
し
て
保
管
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
虫
食
い

等
の
被
害
に
あ
う
こ
と
も
な
く
、
400
年
後
の
現
在
ま
で
残
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。 

 

史
料
⑨ 

掛
入

か

け

い

り

石い

し  

米
沢
街
道
（
現
国
道
13
号
線
）
の
上
山
市
中
山
と
川
口
の
境
に

あ
る
巨
岩
（
安
山
岩
）
。 

 

慶
長
５
年(

1600
）
年
の
関
ヶ
原
出
羽
合
戦
の
際
、
撤
退
す
る
直

江
軍
（
上
杉
勢
）
が
こ
の
窟
に
隠
れ
、
最
上
勢
か
ら
逃
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
窟
に
掛
け
入
っ
て
隠
れ
た
」
の
で
「
掛
入
石
」
。
ま
た
「
隠

れ
石
」
と
呼
ぶ
人
も
い
る
が
、
語
源
と
な
っ
た
伝
説
は
同
じ
で
あ

ろ
う
。
掛
入
石
を
境
に
中
山
か
ら
南
は
米
沢
領
、
川
口
か
ら
北
は

山
形
（
最
上
）
領
で
あ
っ
た
。 

 

 

関
ヶ
原
出
羽
合
戦
当
時
、
岩
は
タ
テ
・
ヨ
コ
16
㍍
近
い
大
き
さ
で
、
窟
に
は
数
十
人
も
入
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
が
、
年
月
を
経
て
明
治
29
年
の
奥
羽
本
線
工
事
の
際
に
割
削
さ
れ
、
今
の
姿
と
な

っ
て
い
る
。 

 

史
料
⑩ 

三
島
県
令
道
路
改
修
記
念
画
帖 

其
之
三 

山
形
県
之
巻 

明
治
18
年 

絹
本
石
版 

高
橋
由
一 

原
画 

附
属
博
物
館
所
蔵 

 

こ
の
画
帖
は
、
山
形
県
初
代
県
令
（
県
知
事
）
の
三
島
通
庸
が
、
山
形
県
の
近
代
化
を
図
る
た
め

に
県
都
の
建
設
や
土
木
工
事
を
進
め
た
際
、
そ
の
功
績
を
残
す
た
め
に
明
治
の
洋
画
界
の
先
駆
者
・

高
橋
由
一
を
招
き
、
自
ら
の
造
ら
せ
た
道
路
等
を
ス
ケ
ッ
チ
さ
せ
て
石
版
の
画
帖
と
し
た
も
の
で
あ

る
。 

 

画
帖
は
本
県
分
の
ほ
か
、
三
島
が
県
令
を
勤
め
た
福
島
・
栃
木
県
分
の
三
県
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

史
料
⑪ 

越
後

え

ち

ご

街
道

か
い
ど
う

絵
図

え

ず 

附
属
博
物
館
所
蔵 

 

越
後
街
道
は
越
後
の
国
（
新
潟
県
）
と
出
羽
の
国
（
山
形
県
）
を
結
ぶ
街
道
で
、
現
在
の
国
道
113

号
線
と
ル
ー
ト
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
。 

 

兼
続
が
実
際
こ
の
街
道
を
使
用
し
て
越
後
と
行
き
来
し
た
か
は
不
明
あ
る
が
、
越
後
方
面
に
は
米

沢
藩
特
産
の
青
苧
な
ど
を
運
び
、
越
後
方
面
か
ら
は
魚
や
塩
が
入
っ
て
き
た
重
要
な
街
道
で
あ
り
、

古
よ
り
の
越
後
と
出
羽
の
縁
を
偲
ぶ
絵
図
と
な
っ
て
い
る
。 

 

史
料
⑫ 

文
殊
菩
薩
騎
獅
像

も

ん

じ

ゅ

ぼ

さ

つ

き

し

ぞ

う 

永
禄
六
年
（
1563
） 

附
属
図
書
館
所
蔵
・
山
形
市
指
定
文
化
財 

 

稚
児
姿
の
文
殊
菩
薩
が
獅
子
に
騎
乗
し
て
い
る
姿
を
刺
繍
し
た
掛
け
軸
。
「
源
末
葉 

永
浦
尼 
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永
禄
六
年 

癸
亥
四
月
十
七
日
」
の

刺
繍
が
あ
り
、
最
上
義
光
の
母
と
比

定
さ
れ
て
い
る
作
者
・
永
浦
尼
が

1563
年
に
刺
繍
し
、
寄
進
し
た
も
の

と
わ
か
る
。
当
時
上
京
し
て
い
た
義

光
の
武
運
長
久
を
願
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
代
の
刺

繍
仏
で
製
作
者
の
わ
か
る
も
の
は

少
な
く
、
美
術
史
上
も
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。
本
刺
繍
像
は
2007
年
６
月
、

山
形
市
八
日
町
の
寺
院
・
宝
光
院
よ

り
本
学
が
授
贈
し
た
も
の
。 

  

 

史
料
⑬ 

御
城
下

ご

じ

ょ

う

か

明
細

め

い

さ

い

絵
図

え

ず 
附
属
博
物
館
所
蔵 

 

明
和
３
年
（
1766
）
、
兼
続
の
死
後
か
ら
140
年
余
を
経
た
米
沢
城
下

の
屋
敷
割
り
図
で
あ
る
。 

 

慶
長
６
年
、
越
後
か
ら
の
移
封
当
時
の
米
沢
は
人
口
約
６
千
人
と

い
う
小
さ
な
町
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
よ
そ
３
万
人
の
家
臣
団
と
そ
の

家
族
が
移
転
し
た
こ
と
に
な
る
。
ほ
と
ん
ど
の
家
臣
は
住
む
家
に
も

不
自
由
し
、
食
べ
る
物
に
も
事
欠
く
生
活
を
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
兼
続
の
指
揮
の
も
と
で
力
を
合
わ
せ
、
慶
長
14
年
（
1609
）

に
よ
う
や
く
米
沢
城
が
完
成
し
た
。 

 

こ
の
絵
図
か
ら
は
、
入
部
当
時
二
の
丸
ま
で
だ
っ
た
城
に
三
の
丸
が
作
ら
れ
、
家
臣
団
へ
の
屋
敷

割
り
も
な
さ
れ
、
城
下
町
と
し
て
の
威
容
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
当
時
の
様
子
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く

る
。 史

料
⑭ 

最
上
家
在
城
諸
家
中
町
割
図

も

が

み

け

さ

い

じ

ょ

う

し

ょ

か

ち

ゅ

う

ま

ち

わ

り

ず 

（
複
製
・
印
刷
） 

 

最
上
義
光
が
行
っ
た
大
規
模
な
改
修
工
事
後
の
城
下
絵
図
の
写
し
で
あ
る
。
筆
写
し
た
原
本
は
元

和
年
間
に
作
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。 

 

上
杉
・
伊
達
の
両
大
名
を
意
識
し
、
町
の
南
側
（
米
沢
方
面
）・
東
側
（
仙
台
方
面
）
を
中
心
に

町
を
囲
む
よ
う
に
寺
院
を
多
く
配
置
、
い
ざ
事
が
起
き
れ
ば
寺
院
の
敷
地
が
要
塞
の
代
用
と
な
る
よ

う
に
し
て
い
る
。 

 

敵
・
味
方
に
関
わ
ら
ず
、
義
光
に
と
っ
て
上
杉
・
伊
達
の
両
大
名
の
存
在
は
警
戒
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

解
説
④ 

米
沢
藩
士
と
直
江
状 

 

直
江
状
が
見
つ
か
っ
た
米
沢
藩
士
・
安
田
文
書
の
中
に
は
、
藩
士
間
の
書
簡
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
興
味
深
い
書
状
が
あ
る
。 

 

ひ
と
つ
は
、
延
享
２
年
（
1745
）
６
月
23
日
付
の
安
田
当
主
に
宛
て
た
「
直
江
様
の
書
状
を
お
譲

り
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
同
僚
・
広
居
左
京
か
ら
の
手
紙
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
同
人
か
ら

の
「
直
江
様
の
書
状
を
差
し
上
げ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
の
礼
状
」
で
あ
る
。 

 

延
享
２
年
と
い
え
ば
兼
続
の
死
後
126
年
経
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
安
田
家
に
残
さ
れ
て
い
た

兼
続
の
書
状
が
、
敬
意
を
も
っ
て
「
い
た
だ
く
」
「
差
し
上
げ
る
」
と
い
う
対
象
に
な
つ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
越
後
時
代
に
比
べ
、
石
高
は
移
封
の
た
び
減
ら
さ
れ
生
活
は
困
窮
を
極
め
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て
も
、
謙
信
公
を
は
じ
め
景
勝
・
兼
続
と
引
き
継
が
れ
た
「
義
」
の
精
神
は
米
沢
藩
士
の
矜
持
で
あ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

 

直
江
状
に
し
て
も
然
り
、
振
り
仮
名
等
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
往
来
物
の
定
義
に
入

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
の
権
力
者
に
堂
々
と
物
申
し
た
心
意
気
は
米
沢
藩
士
の
心
の
支
え
で
あ
り
、

あ
こ
が
れ
で
も
あ
り
、
藩
士
の
「
座
右
の
銘
」
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
「
直
江
状
」
は
写
さ
れ
広
ま

っ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

解
説
⑤ 

山
形
県
内
に
残
る
慶
長
出
羽
合
戦
の
城 

 

慶
長
出
羽
合
戦
（
関
が
原
の
戦
い
）
は
、
戦
国
時
代
の
最
後
を
告
げ
る
戦
い
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
当
時
使
わ
れ
た
山
城
が
比
較
的
良
い
状
態
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
実
際
に
戦

場
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
山
城
の
よ
う
す
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

             

《
長
谷
堂

は

せ

ど

う

城
（山
形
市
）》 

 

直
江
兼
続
軍
主
力
に
包
囲
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
上
方
の
武
将
・
志
村
光
安
ら
が
籠
城
し
、
半
月
あ

ま
り
の
間
守
り
抜
き
ま
し
た
。
主
郭
を
中
心
と
し
て
水
堀
や
何
重
も
の
曲
輪
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
典

型
的
な
山
城
で
す
。 

                    

掛入石（現在） 
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《
畑
谷

は

た

や

城
（山
辺
町
）》 

 

最
上
方
の
江
口
五
兵
衛
光
清
が
守
り
に
つ
き
ま
し
た
が
、
直
江
兼
続
軍
の
主
力
に
攻
め
ら
れ
、
激

戦
と
な
り
落
城
し
ま
し
た
。
館
山
山
頂
部
を
中
心
と
す
る
主
郭
を
含
む
中
心
部
、
東
側
山
麓
部
の
空

掘
に
囲
ま
れ
た
曲
輪
、
西
側
の
三
重
空
掘
の
３
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

                    

《
八や

ツつ

沼ぬ
ま

城
（朝
日
町
）》 

 

栃
窪
口
方
面
の
前
線
と
な
り
、
最
上
方
の
守
将
・
望
月
隼
人
正
と
上
杉
方
の
赤
見
外
記
・
中
条
三

盛
ら
と
の
間
で
激
戦
と
な
っ
た
末
、
落
城
し
ま
し
た
。 
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《
鳥
屋

と

や

カが

森も
り

城
（朝
日
町
）》 

 

大
瀬
口
か
ら
の
侵
攻
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
、
上
杉
軍
の
吉
益
右
近
ら
に
攻
め
ら
れ
て
落
城
し
ま
し

た
。
遺
構
が
分
散
し
て
分
布
し
て
お
り
、
大
き
く
主
郭
と
４
つ
の
曲
輪
群
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

                     

《
鮎
貝

あ
ゆ
か
い

城
（白
鷹
町
）》 

 

上
杉
方
の
城
で
、
当
時
の
城
主
・
中
条
三
盛
が
こ
こ
か
ら
出
陣
し
ま
し
た
。
現
在
は
鮎
貝
八
幡
宮

が
移
築
さ
れ
、
水
堀
や
土
塁
な
ど
の
当
時
の
遺
構
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。 
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解
説
⑥ 

文
化
人
・直
江
兼
続
と 山

形
大
学
林
泉

り

ん

せ

ん

文
庫

ぶ

ん

こ 

  

直
江
兼
続
は
、
武
将
と
し
て
の
顔
の
他
に
、
文
化
人
と
し
て
の
顔
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
有
名
で

す
。
京
都
や
朝
鮮
出
兵
の
た
め
に
在
陣
し
た
名
護
屋
で
は
、
頻
繁
に
連
歌
会
や
茶
会
に
出
席
し
て
い

ま
す
。
徳
川
家
康
と
の
書
状
の
や
り
と
り
を
仲
介
し
た
西
笑
承
兌
は
当
代
一
流
の
文
化
人
で
あ
り
、

兼
続
の
文
化
人
と
し
て
の
活
動
は
大
名
家
の
外
交
活
動
の
一
面
も
も
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

兼
続
は
蔵
書
家
と
し
て
も
有
名
で
、
蔵
書
は
850
冊
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
に
は
現
在
国
宝
に
指
定
さ

れ
て
い
る
宋
版
三
史
（
『
史
記
』
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
）
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

明
治
41
年
、
米
沢
の
郷
土
史
家
・
伊
佐
早
謙
は
『
稿
本 
清
覧
録
』
の
中
で
、
兼
続
の
蔵
書
蒐
集

熱
に
触
れ
、
「
慶
長
の
役
（
朝
鮮
出
兵
）
の
お
り
、
兼
続
は
彼
の
地
で
書
籍
を
あ
つ
め
る
こ
と
を
命

じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
貴
重
な
医
学
書
『
聖
済
惣
録
』
を
は
じ
め
と
し
た
漢
籍
が
米
沢
藩
に
あ
る
」

こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
（
史
料
⑰
）
。 

 

と
こ
ろ
が
、
昭
和
32
年
、
当
代
の
著
名
な
歴
史
学
者
が
旧
米
沢
藩
蔵
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
宋

版
三
史
」
は
い
ず
れ
も
五
山
僧
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
兼
続
に
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
兼
続
が
朝
鮮
で
も
書
物
を
蒐
集
し
た
こ
と
は
伝
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
伊
佐
早
謙
は
兼
続
の
書
物
蒐
集
熱
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
貴
重
な
書
物
を
守
ろ
う

と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

彼
の
努
力
に
よ
り
、
旧
米
沢
藩
校
興
譲
館
の
蔵
書
は
現
在
も
市
立
米
沢
図
書
館
が
所
蔵
し
ま
す
。

一
方
、
彼
が
収
集
し
た
古
今
の
書
物
は
「
林
泉
文
庫
」
と
称
さ
れ
、
彼
の
死
後
上
杉
家
に
贈
ら
れ
た

も
の
の
、
戦
後
分
散
し
、
現
在
は
、
市
立
米
沢
図
書
館
・
米
沢
短
期
大
学
図
書
館
・
龍
門
図
書
館
、

そ
し
て
当
館
（
山
形
大
学
附
属
図
書
館
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
史
料
⑮
～
⑯
）
。 

史
料
⑮ 

太
田
道
灌
状

お

お

た

ど

う

か

ん

じ

ょ

う 

江
戸
時
代 

筆
写
本 

附
属
図
書
館
所
蔵 

 

上
杉
家
記
録
編
纂
所
総
裁
・
伊
佐
早
謙
が
蒐
集
し
た
「
林
泉
文
庫
」
所
蔵
本
の
一
つ
。
太
田
道
灌

は
永
享
４
年
（
1432
）
生
ま
れ
、
文
明
18
年
（
1486
）
没
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

鎌
倉
公
方
を
補
佐
す
る
関
東
管
領
上
杉
氏
の
一
族
で
あ
る
扇
谷
上
杉
氏
の
家
宰
で
あ
っ
た
家
に

生
ま
れ
、
父
か
ら
そ
の
職
を
継
い
だ
。
「
道
灌
状
」
と
は
彼
が
山
内
上
杉
氏
の
家
臣
・
高
瀬
民
部
少

輔
宛
に
、
文
明
12
年
（
1480
）
１
１
月
に
出
し
た
書
状
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

内
容
は
「
長
尾
景
春
の
乱
」
（
長
尾
家
跡
目
相
続
に
掛
か
る
争
い
）
で
の
道
灌
自
身
の
活
躍
に
つ

い
て
、
39
ヵ
条
に
わ
た
り
書
き
記
し
た
も
の
。
戦
功
を
正
し
く
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
主
家

へ
の
痛
烈
な
批
判
が
込
め
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
行
間
か
ら
は
無
念
の
想
い
が
に
じ
み
出
て

く
る
。
同
じ
「
状
」
と
は
付
く
も
の
の
、
「
直
江
状
」
と
の
違
い
は
両
者
の
内
面
的
根
幹
が
「
義
」

で
あ
る
か
「
英
」
で
あ
っ
た
か
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

史
料
⑯ 

春
秋

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

左
氏
傳

さ

し

で

ん 

安
永
６
年
（
1777
）
３
月
刊
、
15
冊 

[

晋]

杜
預
集
解
、
那
波
魯
堂
点
校
、[

京
都]

中
江
久
四
郎
刊 

附
属
図
書
館
所
蔵 

林
泉
文
庫 

 

上
杉
家
記
録
編
纂
所
総
裁
・
伊
佐
早
謙
が
蒐
集
し
た
「
林
泉
文
庫
」
所
蔵
本
の
一
つ
。
『
春
秋
左

氏
傳
』
は
単
に
『
左
伝
』
と
も
い
い
、
孔
子
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
歴
史
書
『
春
秋
』
へ
の
注
記
の

形
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
独
立
し
た
歴
史
書
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
著
者
は
左
丘
明
と
さ

れ
る
が
確
証
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
儒
教
経
典
の
一
つ
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
い
て
最
も
基

本
的
教
養
書
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
書
は
播
磨
国
姫
路
出
身
の
漢
学
者
・
那
波
魯
堂
（
1727-

1789
）
が

宝
暦
４
年
（
1754
）
の
旧
版
の
誤
り
を
改
め
て
再
版
し
た
も
の
。
内
容
は
『
左
伝
』
の
本
文
を
「
経
部
」
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と
「
伝
部
」
に
分
け
て
併
記
し
、
晋
の
武
将
で
学
者
で
も
あ
っ
た
杜
預
の
注
記
を
載
せ
る
も
っ
と
も

一
般
的
な
形
式
で
あ
る
。 

 

史
料
⑰ 
稿
本

こ

う

ほ

ん 

清
覧
録

せ

い

ら

ん

ろ

く 

明
治
41
年
（
1908
）
９
月
発
行
、
伊
佐
早
謙
著
、
米
沢
市
役
所
発
行 

附
属
図
書
館
所
蔵 

 

上
杉
家
記
録
編
纂
所
総
裁
・
伊
佐
早
謙
が
皇
太
子
殿
下
（
の
ち
の
大
正
天
皇
）
の
巡
幸
に
際
し
、

米
沢
市
長
の
委
嘱
を
受
け
て
、
旧
米
沢
藩
の
藩
主
・
家
臣
ら
の
知
ら
れ
ざ
る
業
績
を
ま
と
め
た
小
冊

子
。 

 

こ
の
中
で
、
直
江
兼
続
が
朝
鮮
在
陣
中
に
同
地
の
書
籍
を
蒐
集
し
た
り
、
貴
重
な
医
書
を
書
写
さ

せ
た
り
し
た
逸
話
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
が
後
に
兼
続
の
愛
書
精
神
が
伝
説
化
す
る
の
に
一
役
買

っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
伊
佐
早
が
前
書
き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
時
日
短
く
、
大
要
を
叙
録
し
、

も
っ
て
委
嘱
に
応
じ
た
り
」
「
選
択
未
だ
精
密
を
尽
く
さ
ず
」
「
真
に
蕪
陋
の
稿
本
た
る
に
過
ぎ
ず
」

と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
逸
話
は
誤
り
だ
っ
た
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

《
原
文(

部
分)

》 

文
禄
元
年
征
韓
ノ
役
兼
続
ノ
景
勝
ニ
扈
従
シ
テ
肥
前
名
護
屋
ニ
在
陣
シ
タ
リ
帯
陣
中
済
世
救
方
三

百
巻
ヲ
謄
写
セ
シ
メ
タ
リ
後
ニ
之
ヲ
徳
川
幕
府
ニ
献
ジ
タ
リ
其
副
本
ハ
米
澤
藩
学
興
譲
館
ノ
文
庫

ニ
蔵
シ
タ
リ
シ
カ
明
治
四
年
文
部
省
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
セ
ラ
レ
タ
リ
想
ニ
必
ス
省
内
ニ
現
存
ス
ル
ナ

ラ
ン
兼
続
ノ
韓
地
ニ
入
リ
シ
ヤ
士
卒
ニ
令
シ
テ
厳
ニ
貨
財
ノ
略
奪
ヲ
禁
止
シ
専
ラ
圖
籍
ヲ
収
穫
セ

シ
メ
タ
リ
今
現
ニ
米
澤
興
譲
館
財
団
文
庫
ニ
於
テ
保
管
セ
ル
朝
鮮
本
ハ
大
抵
当
時
ノ
戦
利
品
ナ
リ

ト
云
フ 

 

《
現
代
語
訳
》 

文
禄
元
年
の
朝
鮮
侵
攻
の
際
、
兼
続
は
景
勝
に
従
っ
て
肥
前
名
護
屋
に
在
陣
し
た
。
帯
陣
中
、
『
済

世
救
方
』
三
百
巻
を
書
写
さ
せ
た
。
後
に
こ
れ
を
徳
川
幕
府
へ
献
上
し
た
。
そ
の
副
本
は
米
沢
藩
校

興
譲
館
の
書
庫
に
所
蔵
し
て
い
た
が
、
明
治
四
年
、
文
部
省
よ
り
こ
れ
を
徴
収
さ
れ
た
。
思
う
に
必

ず
省
内
に
現
存
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
兼
続
が
朝
鮮
に
入
る
と
、
部
下
に
厳
し
く
命
じ
て
財
貨
の
略
奪

を
禁
止
し
、
専
ら
書
籍
を
収
集
さ
せ
た
。
今
現
に
米
沢
興
譲
館
財
団
の
書
庫
に
保
管
し
て
い
る
朝
鮮

本
は
大
抵
当
時
の
戦
利
品
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

参
考
文
献 

解
説
作
成
に
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

『
中
条
町
史
』
、『
新
潟
県
史
』
、『
白
鷹
町
史
』
、『
米
沢
市
史
』
、『
上
越
市
史
』
、『
朝
日
町
史
』
、『
越

佐
史
料
』
、『
越
中
史
料
』
、『
歴
代
古
案
』（
『
史
料
纂
集
』
古
文
書
編
）
、『
上
杉
家
御
年
譜
』
、『
山
形

県
中
世
城
館
遺
跡
調
査
報
告
書
』 

矢
田
俊
文
編
『
直
江
兼
続
』
、
木
村
徳
衛
『
直
江
兼
続
伝
』
、
今
福
匡
『
前
田
慶
次
―
武
家
文
人
の
謎

と
生
涯
』
、
片
桐
繁
雄
編
『
最
上
記
』
、
米
沢
市
上
杉
博
物
館
『
特
別
展
上
杉
景
勝
』
、
米
沢
市
上
杉

博
物
館
『
特
別
展
直
江
兼
続
』
、
赤
澤
計
眞
『
越
後
上
杉
氏
の
研
究
』
、
池
享
・
矢
田
俊
文
編
『
定
本

上
杉
謙
信
』
、
井
上
鋭
夫
『
一
向
一
揆
の
研
究
』
、
矢
田
俊
文
・
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
越
後
文

書
宝
翰
集 

古
文
書
学
入
門
』
、
佐
藤
博
信
『
越
後
中
世
史
の
世
界
』
、
田
村
裕
・
坂
井
秀
弥
編
『
中

世
の
越
後
と
佐
渡
』
、
谷
口
克
広
『
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典
』
、
谷
口
克
広
『
信
長
の
天
下
布
武
へ

の
道
』 

 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
…
…
高
橋
（
附
属
博
物
館
）
、
土
屋
（
附
属
図
書
館
） 
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展
示
資
料
一
覧 

 

史料 

番号 
資料名 所蔵者 

1 中条家文書 天室光育書状 附属図書館 

2 中条家文書 上杉謙信書状 附属図書館 

3 中条家文書 中条景泰書状 附属図書館 

4 中条家文書 吉江宗誾書状 附属図書館 

5 中条家文書 魚津在城衆十二名連署書状 附属図書館 

6 中条家文書 上杉景勝朱印状 附属図書館 

7 直江状（パネル） 附属博物館 

8 長谷堂城大手門扉 附属博物館 

9 掛け入り石（写真パネル） 附属博物館 

10 三島県令道路改修記念画帖（其之三）山形県之巻 附属博物館 

11 越後街道絵図 附属博物館 

12 文殊菩薩騎獅像 附属図書館 

13 御城下明細絵図 附属博物館 

14 最上在城緒家中町割図（複製） 附属博物館 

15 太田道灌状 附属図書館 

16 春秋左氏伝 附属図書館 

17 稿本清覧録 附属図書館 


