
「
酒
井
家
文
庫
」
っ
て
？

　

昭
和
16
年
と
52
年
に

旧
藩
主
の
酒
井
家
よ

り
市
へ
寄
贈
さ
れ
た
、

２
万
６
千
点
に
の
ぼ
る

史
料
群
で
す
。

　

将
軍
家
か
ら
の
書
状

や
、
杉す

ぎ
た田
玄げ

ん
ぱ
く白
の
解か
い
た
い体

新し
ん
し
ょ書
の
初
版
本
、
国
学

者
・
伴ば

ん

信の
ぶ
と
も友

関
連
の
史

料
な
ど
、
日
本
の
歴
史

を
物
語
る
貴
重
な
資
料
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文

化

財

か
ら
見
る

　
「
近
代
日
本
の
夜
明
け
」
と
も
言
わ
れ
、
日
本
社
会

が
大
き
く
変
化
し
た
明
治
維
新
。

　

今
年
は
、
そ
の
明
治
維
新
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
５
０

年
を
迎
え
ま
す
。

　

江
戸
時
代
末
期
、黒
船
の
来
航
や
、尊そ
ん
の
う
じ
ょ
う
い

王
攘
夷
運
動
、

江
戸
幕
府
内
部
の
対
立
な
ど
で
揺
れ
る
時
代
に
、
小

浜
藩
の
人
々
も
、
自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
大
き
な

足
跡
を
残
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
市
の
指
定
文
化
財
「
酒
井
家

文
庫
」
の
史
料
を
も
と
に
、
激
動
の
時
代
に
、
小
浜

藩
ゆ
か
り
の
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
行
動
し

て
い
た
か
、
そ
の
す
が
た
に
迫
り
ま
す
。

ど
ん
な
人
な
の
？

　

藩
士
の
子
と
し
て
小
浜
に
生
ま

れ
、
藩
校
の
順じ
ゅ
ん
ぞ
う
か
ん

造
館
や
、
江
戸
で
学

び
ま
し
た
。

　

外
国
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
国
内

が
緊
迫
す
る
と
、
藩
に
海
防
政
策
に
関

す
る
意
見
を
出
し
ま
す
が
、
藩
は
こ
れ

を
受
け
入
れ
ず
、
罰
と
し
て
雲
浜
か
ら

藩
士
の
身
分
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

こ
こ
が
す
ご
い
よ
「
梅
田
雲
浜
」

　

藩
を
追
わ
れ
た
後
、
尊
王
攘
夷
の

志
士
の
指
導
者
と
し
て
全
国
各
地
を

遊
説
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
。

　

長
州
藩
の
吉よ
し
だ田
松し
ょ
う
い
ん陰
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
る
な
ど
、
後
に
続
く
多

く
の
志
士
の
先
駆
け
と
し
て
活
躍
し

ま
し
た
。

が
数
多
く
あ
り
、
平
成

25
年
に
市
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

梅
う め だ

田雲
う ん ぴ ん

浜

〜勤
き ん の う

王の志士〜

文
化
財
に
見
る
「
す
が
た
」

　

雲
浜
直
筆
の
書
で
、「
大だ
い
じ
ょ
う
ふ

丈
夫
、
世よ

に
處し
ょ

す
る
は
、
應ま
さ

に
天て
ん
か下
を
掃そ
う
じ
ょ除
す
べ

し
、
豈あ

に
一い

っ
し
つ室

を
事こ

と

と
せ
ん
や
」
と
読

み
ま
す
。

　
「
男
子
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
以
上
、

天
下
の
悪
い
事
柄
を
き
れ
い
に
掃
除
す

る
の
が
仕
事
で
あ
り
、
部
屋
の
掃
除
な

ど
小
さ
い
事
柄
に
捉
わ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
志
士
・
雲
浜

の
心
構
え
が
う
が
が
え
ま
す
。

○
梅
田
雲
浜
二
行
書
（
個
人
蔵
）

　
「
大
丈
夫
處
世
、應
掃
除
天
下
、豈
事
一
室
哉
」

当
時
の
社
会
情
勢

　

江
戸
時
代
の
後
期
か
ら

幕
末
に
か
け
て
は
、
外
国

船
の
来
航
や
災
害
・
流は
や
り行

病や
ま
い

が
頻
繁
に
発
生
し
、
江

戸
幕
府
や
藩
が
支
配
す
る

社
会
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
ま

し
た
。
特
に
、嘉
永
６
（
１

８
５
３
）
年
に
ペ
リ
ー
が

黒
船
を
率
い
て
浦
賀
に
来

航
す
る
と
、
尊
王
攘
夷
を

唱
え
る
志
士
た
ち
の
動
き

が
大
き
く
な
り
、
幕
府
を

守
る
人
々
と
の
間
で
社
会

は
大
き
く
混
乱
し
ま
し
た
。

当
時
の
小
浜
藩
の
様
子

　

酒
井
家
文
庫
所
蔵
の
屏
風
絵（
小お
ば
ま
じ
ょ
う
か

浜
城
下
鳥ち
ょ
う
か
ん
ず

瞰
図
）は
、

幕
末
期
の
小
浜
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
す
。

　

こ
の
屏
風
絵
は
２
枚
１
対
で
、
旧
小
浜
町
（
現
在
の

小
浜
地
区
）
の
町
並
み
や
、
現
在
で
は
石
垣
を
残
す
の

み
で
あ
る
小
浜
城
の
姿
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
史
料

　
安
政
の
大
獄
で
投
獄
さ
れ
た
梅
田

雲
浜
が
、
獄
中
で
体
調
を
崩
し
、
危

篤
状
態
に
あ
る
旨
を
、
江
戸
藩
邸
に

い
る
小
浜
藩
士
か
ら
、
忠
義
の
家
臣

へ
知
ら
せ
る
書
状
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

忠
義
は
最
終
的
に
雲
浜
を
捕
ら
え

た
も
の
の
、
当
初
は
そ
の
捕
縛
に
反

対
し
て
い
ま
し
た
。

　

捕
縛
に
よ
っ
て
雲
浜
と
関
係
す
る

公
家
に
ま
で
影
響
が
お
よ
び
、
幕
府

と
朝
廷
の
関
係
が
破
綻
す
る
こ
と
を

恐
れ
た
た
め
で
、
忠
義
は
そ
の
影
響

を
最
小
限
に
留
め
よ
う
と
し
ま
す
。

　

従
来
は
「
尊
王
攘
夷
運
動
の
弾
圧

者
」
の
側
面
が
語
ら
れ
て
き
た
忠
義

で
す
が
、
捕
縛
後
も
雲
浜
を
気
に
か

け
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
こ

の
史
料
は
、
立
場
の
違
い
ゆ
え
に
対

立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
歴
史
の
舞

台
裏
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

○江戸藩邸の小浜藩士から、忠義の家臣へ
　獄中の雲浜の容体を知らせる書状

そ
の
他
の
史
料

　

ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
と
き

に
、
江
戸
に
い
た
山や

ま

川か
わ

登と

み

こ
美
子
の
伯

父
、
山
川
武
温
が
描
い
た
ア
メ
リ
カ

人
の
姿
で
す
。

　

東
洋
人
と
は
異
な
る
彫
り
の
深
い

顔
立
ち
、
見
た
こ
と
の
な
い
洋
装
や
武

器
、
道
具
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
日
本
人
が
、
初
め
て
見
た

大
型
の
蒸
気
船
や
、
乗
っ
て
き
た
西

洋
の
人
々
の
姿
に
驚
き
、
そ
の
様
子

は
「
泰た

い
へ
い平

の
眠
り
を
覚
ま
す
上じ

ょ
う
き
せ
ん

喜
撰

た
つ
た
四
杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
と
風

刺
さ
れ
ま
し
た
。

　

武
温
は
、
尊
王
攘
夷
の
志
士
を
生

み
、後
の
明
治
維
新
に
つ
な
が
る
「
幕

末
」
の
開
幕
を
、
期
せ
ず
し
て
描
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

○山川武温が描いたアメリカ人の姿　
　「嘉

か え い

永癸
きちゅう

丑渡
と ら い

来夷
い か ん

艦人
じんぶつ

物警
け い ご

衛之
の

略
りゃくぶんず

分図」

■
問
い
合
わ
せ　

文
化
課
☎
64
・
６
０
３
４

幕
末
・
小
浜
の
偉
人
の
す
が
た

○３代将軍・徳
とくがわ

川家
いえみつ

光からの書状

○
梅
田
雲
浜
肖
像
画
（
個
人
蔵
）

坂
さかもと

本龍
りょうま

馬は「天下
を洗濯する」と表現
しましたが、雲浜は
それ以前から「天下
を掃除する」と言っ
ていたのですね

○
屏
風
絵
に
描
か
れ
た
、
旧
小
浜

　

町
の
町
並
み
や
、
石
垣
の
上
に

　

そ
び
え
る
小
浜
城
の
様
子

石垣の上にそ
びえる小浜城

旧小浜町の
町並み

〜第 12 代・14 代小浜藩主〜

残念ながら、容姿を
描いた史料がない
忠義。ですが、その
功績などは、史料か
らひもとくことが
できます

ど
ん
な
人
な
の
？

　

幕
末
期
の
小
浜
藩
主
に
し
て
、
幕

府
と
朝
廷
を
つ
な
ぐ
「
京き
ょ
う
と都

所し
ょ
し
だ
い

司
代
」

を
２
度
に
わ
た
っ
て
勤
め
ま
し
た
。

　

安
政
の
大
獄
で
は
、
元
藩
士
・
梅

田
雲
浜
を
捕
ら
え
る
立
場
と
な
り
ま

し
た
。

こ
こ
が
す
ご
い
よ
「
酒
井
忠
義
」

　
孝こ
う
め
い明

天
皇
の
妹
・
和か
ず
の
み
や宮

と
将
軍
・

徳と
く
が
わ川
家い
え
も
ち茂
の
婚
姻
（
和
宮
降
嫁
）
に

際
し
、
幕
府
側
の
代
表
者
と
し
て
朝

廷
と
の
困
難
な
交
渉
役
を
担
い
、
婚

姻
を
ま
と
め
て
公こ
う
ぶ
が
っ
た
い

武
合
体
政
策
を
進

め
ま
し
た
。
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ

て
、
天
皇
の
信
頼
を
得
、「
従じ
ゅ

四し

い位

上じ
ょ
う
さ
こ
の
え
ご
ん
の
し
ょ
う
し
ょ
う

左
近
衛
権
少
将
」
の
官
位
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
。

○絵図に描かれた「和宮降嫁」の様子
　「和

かずのみやさま

宮様御
ご い て ん

移転御
ご か ど で

門出御
ご に ゅ う こ し

入輿御
ごぎょうれつ

行列略
りゃくず

図」

文
化
財
に
見
る
「
す
が
た
」

　
忠
義
が
ま
と
め
た
「
和
宮
降
嫁
」

の
様
子
が
、
絵
図
と
し
て
残
さ
れ
て

お
り
、
婚
礼
に
多
く
の
人
々
が
携
わ

り
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し

て
い
ま
す
。

酒
さ か い

井忠
た だ あ き

義
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激
動
の
幕
末
を
生
き
た
人
々
の
「
思
い
」

に
迫
る
企
画
展
を
開
催
！

　

市
で
は
、「
酒
井
家
文
庫
」
や
関
連
資
料
を
も

と
に
し
た
企
画
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

梅
田
雲
浜
、
酒
井
忠
義
、
杉
田
玄
白
、
伴
信

友
…
。
近
代
日
本
の
“
夜
明
け
”と
な
っ
た
激
動

の
時
代
に
生
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
国
を
思

い
、
力
を
尽
く
し
た
人
々
の
「
思
い
」
に
迫
り

ま
す
。

幕
末
明
治
１
５
０
年
博
企
画
展

『
幕
末
小
浜
藩　

〜
近
代
日
本
を
創
生
し
た

人
々
の
思
い
〜
』

【
と　

き
】
11
月
23
日
㊎
㊗
〜
29
日
㊍

　
　
　
　

  

９
時
〜
17
時
（
23
日
の
み
10
時
か
ら
）

【
と
こ
ろ
】
若
狭
図
書
学
習
セ
ン
タ
ー
（
南
川
町
）

【
料　

金
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】
文
化
課
☎
64
・
６
０
３
４

杉
す ぎ た

田玄
げ ん ぱ く

白

〜希代の蘭学医〜

伴
ば ん

 信
の ぶ と も

友

〜国学の第一人者〜

ど
ん
な
人
な
の
？

　

小
浜
藩
医
の
子
と
し
て
江
戸
で
生

ま
れ
ま
し
た
が
、
病
弱
で
あ
っ
た
た

め
、
一
時
期
小
浜
で
過
ご
し
ま
し
た
。

　

西
洋
医
学
を
学
び
、
オ
ラ
ン
ダ
の

解
剖
書
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」

の
解
剖
図
の
翻
訳
に
取
り
組
み
、
安

永
２（
１
７
７
３
）年
に「
解
体
新
書
」

を
発
刊
ま
し
た
。

こ
こ
が
す
ご
い
よ
「
杉
田
玄
白
」

　
「
解
体
新
書
」
は
、
日
本
に
お
け

る
西
洋
医
学
の
第
一
歩
と
な
り
、
医

学
の
近
代
化
へ
の
足
掛
か
り
を
作
り

ま
し
た
。
ま
た
、
日
本
で
初
め
て
の

本
格
的
な
西
洋
語
か
ら
の
翻
訳
書
と

し
て
、
蘭
学
の
発
展
に
も
大
き
な
影

響
を
お
よ
ぼ
し
ま
し
た
。

文
化
財
に
見
る
「
す
が
た
」

　「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
罪
人

の
腑
分
け
（
解
剖
）
と
を
見
比
べ
て
、
そ

の
記
述
の
正
確
さ
に
驚
き
、
蘭
学
者
仲
間

の
前ま
え
の野
良り
ょ
う
た
く沢
ら
と
と
も
に
翻
訳
に
乗
り
出

し
た
玄
白
。
後
に
そ
の
取
り
組
み
を
「
舵

の
な
い
船
で
大
海
に
乗
り
出
し
た
よ
う
」

だ
っ
た
と
回
顧
し
て
い
ま
す
。

　

前
例
の
な
い
困
難
な
事
業
に
、
飽
く

な
き
探
究
心
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
挑
ん

だ
末
の
偉
業
。
生
涯
学
び
続
け
た
努
力

家
の
姿
が
垣
間
見
え
ま
す
。

ど
ん
な
人
な
の
？

　

若
狭
地
方
の
地
名
の
伝
承
や
神
社

の
い
わ
れ
な
ど
の
歴
史
を
科
学
的
に

解
明
し
よ
う
と
、
若
狭
に
関
す
る
古

い
書
物
、
老
人
か
ら
言
い
伝
え
を
訪

ね
歩
き
研
究
し
た
こ
と
を
、「
若わ
か
さ狭

旧く
じ
こ
う

事
考
」
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
藩
主
・
酒
井
忠た
だ
ゆ
き進
、
忠
義

に
従
い
、
京
都
や
江
戸
の
藩
邸
で
藩

士
と
し
て
の
仕
事
に
取
り
組
み
な
が

ら
、
研
究
を
続
け
ま
し
た
。

こ
こ
が
す
ご
い
よ
「
伴
信
友
」

　
日
本
古
来
の
文
化
や
歴
史
を
探
る

「
国
学
」
の
研
究
者
と
し
て
、
古
典

の
考
証
な
ど
多
数
の
著
作
を
記
し
て

大
成
し
、「
天
保
の
四
大
家
」
と
称

さ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
に
見
る
「
す
が
た
」

　
酒
井
家
文
庫
に
残
る
伴
信
友
の
肖
像

画
に
は
、
杉
田
玄
白
が
作
っ
た
、
健
康

の
た
め
日
々
気
を
つ
け
る
べ
き
養
生
訓

「
養よ
う
じ
ょ
う生
七し
ち
ふ
か

不
可
」
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
玄
白
が
後
輩
で
あ
る
信
友

に
与
え
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
信
友

に
と
っ
て
大
切
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

医学、蘭学に大き
な発展をもたらし
た「解体新書」。
酒井家文庫には、
その初版本も所蔵
されています。

○「解体新書」の初版
　  本に描かれた扉絵

○信友の肖像に添えら
　れた「養生七不可」

組
屋
家
文
書
「
山
中
橘
内
書
状
」

　

豊
臣
秀
吉
の
右ゆ
う
ひ
つ筆
（
秘
書
役
）

山や
ま
な
か中
橘き
ち
な
い内
が
、
秀
吉
の
唐
入
り
構

想
を
、
大
坂
に
い
る
秀
吉
の
妻
・

北き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ

政
所
に
仕
え
る
侍
女
に
伝
え
た

書
状
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
組く
み
や
け

屋
家
の
屏
風
の

下
張
り
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い

た
も
の
を
、
伴
信
友
が
見
出
し
て

紹
介
し
た
も
の
で
、
明
治
時
代
に

は
す
で
に
著
名
な
史
料
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

こ
の
書
状
は
、
史
料
の
傷
み
が

ひ
ど
い
た
め
、
専
門
機
関
に
お
い

て
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

古
河
屋
船
絵
馬

　

本
年
５
月
に
小
浜
市
が
追
加
認

定
を
受
け
た
日
本
遺
産
「
北
前
船

寄
港
地
・
船
主
集
落
」。

　

そ
の
北
前
船
主
で
あ
り
、
酒
造

業
や
醤
油
醸
造
な
ど
も
手
掛
け
た

古ふ
る
か
わ
や

河
屋
は
、
日
本
有
数
の
豪
商
と

し
て
名
を
馳
せ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
浜
藩
の
御
用
達
と
し

て
財
政
的
に
大
き
く
支
え
、
明
治

維
新
の
折
に
は
、
藩
の
戦
費
を
自

身
の
北
前
船
を
売
却
す
る
こ
と
で

賄
い
ま
し
た
。

　

こ
の
絵
馬
に
は
、
嘉
永
３

（
１
８
５
０
）
年
に
古
河
屋
が
保

有
し
て
い
た
北
前
船
９
隻
が
描
か

れ
て
お
り
、
当
時
の
古
河
屋
の

隆
盛
や
、
こ
れ
ら
の
船
が
行
き

交
っ
た
港
の
に
ぎ
わ
い
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２ページの「梅田雲浜二行
書」は新発見の史料であり、
上の「山中橘内書状」は修
理中であるため、どちらも
これまで公開の機会があり
ませんでした。
下記の展示会で初めて公開
されますので、ぜひ実物を
見にきてください！

○専門機関で修理中の「山中橘内書状」

○
古
河
屋
船
絵
馬
（
個
人
蔵
）

「養生七不可」は、現
代にも通じる養生訓。
信友は 74 歳、玄白は
85歳まで生きました。
これぞまさに長命の秘
訣ですね。

文化課
川
か わ ま た

股 主事




