
令
和
３
年
度 

か
い
じ
あ
む
古
文
書
講
座
（2

021.
04.

24

） 
第
１
回

「 

武 

田 

信 

玄 

」 

学
芸
員 

海
老
沼
真
治 

  

１
．
古
文
書
に
「
親
し
む
」
た
め
の
一
例 

初
め
て
古
文
書
を
読
も
う
と
い
う
方
は
、
ま
ず
ど
う
や
っ
て
勉
強
す
れ
ば
良
い
か
、
と
い

う
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
文
書
は
「
ミ
ミ
ズ
が
這
っ
た
よ
う

な
字
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
一
般
的
に
用
い
る
文
字
と
同
じ
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に

崩
さ
れ
た
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
専
門
的
な
学
習
を
し
な
け
れ
ば
読
む
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。 

現
在
で
は
初
心
者
向
け
の
古
文
書
解
読
の
入
門
書
も
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
れ
を
勉
強
す
れ
ば
誰
で
も
必
ず
古
文
書
が
読
め
る
！
と
い
う
勉
強
方
法
が
存
在
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
ず
は
皆
さ
ん
に
適
し
た
学
習
方
法
を
見
つ
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
参
考

と
し
て
私
が
学
生
時
代
に
勉
強
し
て
い
た
こ
と
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

【
①
（
ま
ず
）
〝
活
字
〟
を
読
ん
で
み
る
】 

い
き
な
り
実
際
の
古
文
書
を
読
む
前
に
、
古
文
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
現
代
の
活
字
に

し
た
も
の
（
翻
刻
文
）
を
読
ん
で
み
ま
す
。 

こ
れ
は
、
ま
ず
古
文
書
の
正
し
い
読
み
方
（
当
時
の
言
葉
使
い
や
言
い
回
し
、
文
書
の
書

き
方
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

活
字
を
読
む
こ
と
に
慣
れ
て
い
く
と
、
実
際
の
古
文
書
で
文
字
の
形
が
わ
か
ら
な
い
も
の

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
書
式
や
前
後
の
文
脈
か
ら
内
容
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

武
田
氏
関
係
の
古
文
書
で
あ
れ
ば
、『
山
梨
県
史
』
資
料
編
、『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編
』
に
、

古
文
書
の
翻
刻
文
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

自
治
体
史
に
よ
っ
て
は
、
一
部
に
翻
刻
だ
け
で
な
く
「
読
み
下
し
文
」
も
付
け
て
あ
る
も

の
が
あ
り
ま
す
（
県
内
で
は
『
甲
府
市
史
』『
富
士
吉
田
市
史
』
の
古
代
中
世
資
料
編
な
ど
）。 

ま
た
、
岩
波
書
店
『
日
本
史
史
料
』
、
吉
川
弘
文
館
『
史
料
に
よ
る
日
本
の
歩
み
』
な
ど
も
、

古
文
書
の
翻
刻
文
に
加
え
、
読
み
下
し
文
や
解
説
が
付
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
（
全
て
で
は

な
い
）、
読
み
方
を
学
ぶ
の
に
便
利
で
す
。 



 
ま
ず
は
、
皆
さ
ん
の
興
味
の
あ
る
時
代
や
地
域
の
古
文
書
に
つ
い
て
、
活
字
化
さ
れ
た
史

料
集
を
読
ん
で
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

最
近
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
古
文
書
の
学
習
が
で
き
る
サ
イ
ト
も
公
開
さ
れ
て
い

ま
す
。
中
世
の
古
文
書
で
す
と
、「
日
本
の
中
世
文
書We

b

」（ht
t
ps

:/
/c

hu
s
ei

mo
nj

o.
ne

t

）

は
、
文
書
の
読
み
方
を
音
声
で
示
し
て
く
れ
る
な
ど
、
と
て
も
親
切
で
す
。 

 

こ
の
時
、
わ
か
ら
な
い
言
葉
が
あ
れ
ば
、
面
倒
で
も
国
語
辞
典
な
ど
で
意
味
を
調
べ
て
み

ま
し
ょ
う
。
古
文
書
に
出
て
く
る
言
葉
は
、
例
え
ば
「
自
然
」
な
ど
、
字
は
同
じ
で
も
現
代

と
は
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
も
あ
り
ま
す
。 

 

※
古
文
書
に
出
て
く
る
言
葉
を
調
べ
る
に
は
、
古
語
を
豊
富
に
収
録
し
た
辞
典
を
使
用
し
ま

す
。
１
冊
も
の
と
し
て
は
『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）
と
な
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
一
度
は
図
書

館
等
で
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
新
版
全
13
冊
、
小
学
館
）
を
使
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

古
文
書
の
訓
読
に
は
、
多
少
の
漢
文
・
古
文
の
知
識
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
漢
文
な
ら
、

多
く
の
場
合
は
、
レ
点
、
一
二
点
、
上
下
点
く
ら
い
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

で
は
、
早
速
「
活
字
を
読
む
」
こ
と
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
テ
ー
マ
「
武
田

信
玄
」
に
即
し
て
、
武
田
氏
の
古
文
書
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  【
課
題
１
】 

次
ペ
ー
ジ
の
活
字
の
翻
刻
文
を
読
ん
で
、
本
文
（
日
付
署
名
よ
り
前
の
文
）
の
読
み
下
し

文
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

※
一
部
、
難
し
い
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
わ
か
ら
な
け
れ
ば
無
理
せ
ず
、
飛
ば
し
て

先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 



 

 
 

【
課
題
１
】
武
田
信
玄
書
状 

翻
刻
文 

 
於
于
其
地
長
々
苦
労
察
入
候
、
甲
信
ノ 

諸
卒
一
統
之
在
陣
候
則
、
不
限
一
身 

労
煩
ニ
候
得
共
、
番
普
請
等
之
窮
屈 

可
為
大
儀
候
条
、
為
番
替
近
日
下 

伊
奈
衆
指
遣
候
、
着
城
之
上
、
即
其
方 

参
陳
待
入
候
、
恐
々
謹
言 

 
 

 

八
月
廿
日 

 

信
玄
（
花
押
） 

  
 

 
 

 

（
異
筆
）
「
原
与
左
衛
門
尉
殿
」 

（
読
み
下
し
文
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
）
※
翻
刻
文
の
改
行
は
気
に
せ
ず
、 

そ
の
ま
ま
書
き
続
け
て
く
だ
さ
い
。 

  



 

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

全
体
の
う
ち
、
漢
文
の
よ
う
に
返
っ
て
読
ん
で
い
る
の
は
、
「
於
于
（
～
に
お
い
て
）」

（
１
行
目
）。
「
不
限
（
～
に
か
ぎ
ら
ず
）
」
（
２
行
目
）
、「
可
為
（
～
た
る
べ
く
）」「
為
（
～

と
し
て
）」
（
４
行
目
）
く
ら
い
で
、
あ
と
は
現
代
文
と
同
様
に
、
上
か
ら
下
に
読
ん
で
い
く

も
の
で
す
。 

古
文
書
と
い
う
と
難
し
い
読
み
方
、
難
し
い
言
葉
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
と
思
い
が
ち
で

す
が
、
現
代
の
読
み
方
に
近
い
部
分
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
初
め
は
読
め
る
と
こ
ろ
だ

け
で
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
ず
つ
当
時
の
読
み
方
や
言
葉
遣
い
に
慣
れ
て
い
く
こ
と
が

大
事
で
す
。
近
道
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

最
後
に
、
文
中
に
出
て
き
た
難
し
い
言
葉
を
説
明
し
ま
す
。 

 

「
則
（
と
き
ん
ば
）
」（
２
行
目
）
：
～
の
時
に
は 

 
 

※
専
門
家
で
も
わ
か
ら
な
い
レ
ベ
ル
の
難
語
で
す
の
で
、
こ
こ
で
憶
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

「
番
普
請
（
ば
ん
ふ
し
ん
）
」（
３
行
目
）：
交
代
で
城
郭
等
の
土
木
工
事
に
従
事
す
る

こ
と
。
武
田
氏
の
家
臣
は
こ
の
役
を
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
窮
屈
（
き
ゅ
う
く
つ
）
」（
３
行
目
）：
①
心
身
の
自
由
を
束
縛
さ
れ
る
こ
と
。
思
う

よ
う
に
身
動
き
で
き
な
か
っ
た
り
、
気
づ
ま
り
に
感
じ
た
り
す
る
こ
と
。
②
疲
れ
る

こ
と
。
疲
労
。
③
貧
し
く
て
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

…
現
在
で
は
①
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
こ
の
文
書
で
は
②

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 
 

 

こ
の
よ
う
に
、
現
在
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
現
在
と
は
違
う
意
味
で
用
い
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
は
じ
め
の
う
ち
は
煩
を
い
と
わ
ず
国
語
辞
典
な
ど
で

調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  
 



 
 

  

【
回
答
例
】 

 

そ
の
地
に
お
い
て
長
々
の
苦
労
察
し
入
り
候
。

甲
信
の
諸
卒
一
統
の
在
陣
に
候
と
き
ん
ば
、
一

身
の
労
煩
に
限
ら
ず
候
え
ど
も
、
番
普
請
等
の

窮
屈
大
儀
た
る
べ
く
候
条
、
番
替
と
し
て
近
日

下
伊
奈
衆
を
指
し
遣
し
候
。
着
城
の
上
、
す
な

わ
ち
そ
の
方
の
参
陳
（
陣
）
待
ち
入
り
候
。
恐
々

謹
言
。 

 【
意
訳
例
】 

（
あ
な
た
の
）
そ
ち
ら
で
の
長
期
に
わ
た
る
苦
労
を
察
し

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
甲
斐
・
信
濃
の
将
兵
は
す

べ
て
陣
中
に
お
り
ま
す
の
で
、
あ
な
た
一
人
が
苦
労
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
番
普
請
な
ど
の
任
務
で

大
変
疲
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、
交
代
要
員
と

し
て
（
信
濃
）
下
伊
那
衆
を
派
遣
し
ま
し
た
。
（
下
伊
那

衆
が
）
到
着
し
た
ら
、
す
ぐ
に
あ
な
た
が
（
信
玄
の
も
と

に
）参
陣
す
る
こ
と
を
待
って
い
ま
す
。 

 
 



※
（
課
題
１
）
の
古
文
書
「
武
田
信
玄
書
状
」
山
梨
県
立
博
物
館
蔵 

（
歴-2

00
6
-
0
00

-0
00

00
5

） 

 
 

 



【
②
〝
活
字
〟
と
古
文
書
を
見
比
べ
て
み
る
】 

次
に
、
古
文
書
の
写
真
と
活
字
に
な
っ
た
翻
刻
文
を
見
比
べ
て
、
文
字
が
ど
の
よ
う
に
崩

さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
時
、「
く
ず
し
字
辞
典
」
な
ど
を
使
っ
て
確
認
し
て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

※
「
く
ず
し
字
辞
典
」
の
多
く
は
、
少
な
く
と
も
へ
ん
や
つ
く
り
な
ど
、
あ
る
程
度
字
が
わ

か
っ
て
い
な
い
と
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
最
初
は
写
真
と
活
字
で
「
答
え

が
わ
か
る
」
文
字
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

古
文
書
と
活
字
、
解
説
が
セ
ッ
ト
で
読
め
る
入
門
的
な
図
書
を
読
ん
で
み
る
の
も
良
い
で

し
ょ
う
。 

武
田
氏
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
で
、
価
格
も
手
頃
で
入
手
し
や
す
い
も
の
と
し
て
は
、 

・
小
和
田
哲
男
『
戦
国
武
将
の
手
紙
を
読
む
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
） 

・
丸
島
和
洋
『
真
田
信
繁
の
書
状
を
読
む
』（
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
九
月
） 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
４
・
５
は
、
別
冊
で
一
部
の
古
文
書
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
翻
刻
文
と
見
比
べ
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

で
は
、
い
よ
い
よ
古
文
書
原
本
の
写
真
を
見
て
、
ど
ん
な
文
字
が
書
い
て
あ
る
か
を
判
読

し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

た
だ
し
、
古
文
書
に
よ
っ
て
文
字
の
崩
し
方
も
様
々
で
す
の
で
、
初
め
の
う
ち
は
読
み
や

す
い
も
の
（
一
見
し
て
わ
か
り
そ
う
な
文
字
が
い
く
つ
か
あ
る
も
の
）
を
選
ん
で
読
み
進
め

て
い
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。 

 

【
課
題
２-

１
】 

次
ペ
ー
ジ
に
あ
る
古
文
書
の
写
真
を
読
み
、
ま
ず
は
ど
ん
な
文
字
が
書
い
て
あ
る
か
、
翻

刻
文
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

※
次
々
ペ
ー
ジ
に
本
文
最
初
の
２
行
ま
で
の
翻
刻
文
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
３
～
５

行
目
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

わ
か
ら
な
い
文
字
は
あ
ま
り
長
考
せ
ず
、
ま
ず
は
読
め
る
文
字
を
埋
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と
、
前
後
の
文
脈
で
わ
か
ら
な
い
文
字
が
想
定
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

※
読
点
「
、」
は
付
け
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

 



 
 

 

（
課
題
２
）
の
古
文
書
「
武
田
家
朱
印
状
」
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
歴-

20
05

-
00

3
-
00

69
62

） 

 ① ② ③ ④ ⑤ 

  



   
 

【
課
題
２-

１
】
武
田
家
朱
印
状 

翻
刻
文 

  
 

 
定 

① 

其
知
行
本
百
姓
雖
他
所 

② 

徘
徊
候
、
如
前
々
可
被
召
返
候
、 

③ ④ ⑤ 
   

元
亀
二
年
辛
未 
 

原
隼
人
佑
奉
之 

 
 

 

三
月
六
日
（
龍
朱
印
） 

   
 

 
 

 
 

朝
比
奈
駿
河
守
殿 

  



  
 

【
回
答
例
】 

  
 

 
定 

① 

其
知
行
本
百
姓
雖
他
所 

② 

徘
徊
候
、
如
前
々
可
被
召
返
候
、 

③ 

若
当
地
頭
令
難
渋
者
、
可 

④ 

有
言
上
子
細
、
任
道
理
可
被 

⑤ 

加 

御
下
知
者
也
、
仍
如
件 

   

元
亀
二
年
辛
未 
 

原
隼
人
佑
奉
之 

 
 

 

三
月
六
日
（
龍
朱
印
） 

   
 

 
 

 
 

朝
比
奈
駿
河
守
殿 



 

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

初
め
て
の
方
で
も
、
③
行
目
な
ら
「
地
頭
」
、
④
行
目
な
ら
「
言
上
」
、
⑤
行
目
な
ら
「
下

知
」「
也
」
あ
た
り
は
読
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
す
で
に
翻
刻
文
を
示
し
た
①
②
行
目
の
中
に
は
、
③
～
⑤
行
目
に
も
同
じ
字
（
部

首
を
含
む
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

た
と
え
ば
、 

①
行
目
「
知
」
→ 

⑤
行
目 

①
行
目
「
他
」
→ 

③
行
目
「
地
」、
⑤
行
目
「
也
」 

②
行
目
「
可
」
→ 

③
④
行
目 

 
 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
既
に
読
ん
だ
字
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
わ
か
ら

な
い
文
字
が
出
て
き
た
ら
、
前
に
読
ん
だ
と
こ
ろ
に
同
じ
字
が
な
い
か
、
探
し
て
み
る
の
も

ひ
と
つ
の
解
読
方
法
で
す
。 

 

ま
た
、
同
じ
字
で
も
、
異
な
る
く
ず
し
方
で
書
か
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

た
と
え
ば
、 

①
行
目
「
雖
」
→ 

③
行
目
「
難
」 

②
行
目
「
如
」
→ 

⑤
行
目 

③
行
目
「
者
」
→ 

⑤
行
目 

 
 

 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

こ
れ
ら
を
押
さ
え
て
お
け
ば
、
一
つ
の
文
字
に
対
す
る
様
々
な
く
ず
し
方
を
学
ぶ
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

※
な
お
、
⑤
行
目
の
「
加
」
と
「
御
」
の
間
隔
が
、
他
よ
り
少
し
空
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

信
玄
の
命
令
を
示
す
「
御
下
知
」
と
い
う
言
葉
を
敬
っ
て
間
隔
を
と
っ
た
も
の
で
す
。
こ

の
作
法
の
こ
と
を
「
闕 け

つ

字 じ

」
と
い
い
、
中
近
世
の
古
文
書
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
作
法
で
す
。 

  

で
は
、
こ
ち
ら
も
読
み
下
し
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

【
課
題
２-

２
】 

【
課
題
２-

１
】
で
読
ん
だ
翻
刻
文
を
、
【
課
題
１
】
の
よ
う
に
読
み
下
し
文
に
し
て
み
ま

し
ょ
う
。 

 



 
 

【
課
題
２-

２
】
読
み
下
し
文
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

※
翻
刻
文
の
改
行
は
気
に
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
書
き
続
け
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

 

定
（
さ
だ
め
） 

 
 

 
 

    
  

元
亀
二
年
辛未 

 

原
隼
人
佑
こ
れ
を
奉
る 

 
 

 

三
月
六
日
（
龍
朱
印
） 

   
 

 
 

 
 

朝
比
奈
駿
河
守
殿 



 
 

  

【
回
答
例
】 

 

そ
の
知
行
の
本
百
姓
、
他
所
へ
徘
徊
し
候
と
い

え
ど
も
、
前
々
の
ご
と
く
召
し
返
さ
れ
べ
く
候
。

も
し
当
地
頭
難
渋
せ
し
む
れ
ば
、
子
細
を
言

上
あ
る
べ
し
。
道
理
に
任
せ
て
御
下
知
を
加
え

ら
れ
べ
き
も
の
な
り
。
よ
って
件
の
ご
と
し
。 

  【
意
訳
例
】 

（
あ
な
た
の
）
領
地
の
（
中
に
住
ん
で
い
る
）
本
百
姓
が
、

（
居
住
地
を
離
れ
て
）
他
所
へ
歩
き
回
っ
て
い
て
も
、
以
前

の
と
お
り
（
元
の
居
住
地
に
）
呼
び
戻
す
こ
と
。
も
し
、

（
徘
徊
先
の
）
領
主
が
（
百
姓
を
呼
び
戻
す
こ
と
に
）
難
色

を
示
し
た
場
合
は
、
そ
の
経
緯
を
詳
し
く
報
告
す
る
こ

と
。
道
理
に
従
って
（
信
玄
様
の
）
ご
命
令
を
下
し
ま
す
。 

 
 



 

こ
の
古
文
書
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
な
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
と
は
異
な

る
読
み
方
を
す
る
字
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
若
（
も
し
／
も
し
く
は
）
」（
③
行
目
）：
「
わ
か
い
」
と
読
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

「
万
一
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
。 

 

「
者
」：
③
行
目
の
「
者
」
は
、
か
な
「
は
」
で
読
ん
で
い
ま
す
が
、
⑤
行
目
の
「
者
」
は
漢

字
「
も
の
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

ま
た
、
こ
の
古
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
字
は
、
く
ず
し
字
の
「
お
手
本
」
の
よ
う
な
字
が
多

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

①
行
目
の
「
本
」「
所
」 

②
行
目
の
「
被
」 

③
行
目
の
「
当
」 

④
行
目
の
「
有
」「
道
」 

あ
た
り
は
、
く
ず
し
字
辞
典
の
用
例
に
も
同
じ
よ
う
な
字
形
が
出
て
い
ま
す
。
よ
く
使
わ
れ

る
字
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
憶
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

   

【
③
〝
か
な
〟
文
字
を
お
ぼ
え
る
】 

く
ず
し
字
学
習
の
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、「
か
な
」
の
崩
し
字
を
お
ぼ
え
る
こ
と
も
重
要

で
す
。「
か
な
」
は
漢
字
が
崩
れ
て
で
き
た
字
で
す
の
で
、
例
え
ば
「
あ
」
な
ら
、
元
と
な
っ

た
「
安
」
と
い
う
漢
字
の
崩
し
方
を
お
ぼ
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。 

ま
た
、
当
時
は
「
か
な
」
に
一
つ
の
漢
字
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。 

「
は
」
で
あ
れ
ば
、
現
在
は
「
波
」
を
も
と
に
し
た
字
だ
け
で
す
が
、
「
者
」
「
盤
」
「
葉
」

な
ど
の
字
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
「
か
な
」
を
学
ぶ
こ
と
で
、
複
数
の

漢
字
の
崩
し
方
を
お
ぼ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

    



武
田
氏
の
古
文
書
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
「
か
な
」
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
江
戸
時

代
に
出
版
さ
れ
た
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
、
漢
字
か
な
混
じ
り
の
文
章
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の

で
、
読
め
ば
「
か
な
」
の
く
ず
し
と
、
武
田
氏
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

  

少
し
だ
け
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。 

       

一
甲
州

か
う
し
う

の
源げ

ん

符ふ

君く
ん

、
武
田

た

け

た

信
虎と

ら

公
、
秘
蔵

ひ

そ

う

の
鹿
毛

か

け

の
馬
、 

 

た
け
八
寸
八
分
に
し
て
、
其
か
ん
か
た
ち
た
と
へ
ハ
、
む
か
し 

 

頼よ
り

朝と
も

公
の
生
食

い
け
ず
き

、
摺す

る

墨す
ミ

に
も
、
さ
の
ミ
を
と
る
ま
じ
き 

  

※
た
と
え
ば
、
２
行
目
冒
頭
の
「
た
け
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
「
堂
」「
遣
」
の
く
ず
し
字

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
「
た
」
は
「
太
」
、
「
け
」
は
「
計
」
が
も
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
当
時
は
他
に
も
様
々
な
字
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

で
は
、
最
後
に
「
か
な
」
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

【
課
題
３
】 

次
の
文
章
の
翻
刻
文
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
※
振
り
仮
名
は
読
ま
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

     
 

 

 

 

 

③  ②  ① ③  ②  ① 

馬
と
、
近 き

ん

国 こ
く 

 

、
子
息

し

そ

く

と
て 



【
回
答
例
】 

 

①
馬
と
、
近 き

ん

国 こ
く

ま
で
申
な
ら
ハ
す
名
馬

め

い

ば

な
れ
ば
、
鬼 を

に

鹿 か 

②
毛 け

と
名
付
、
嫡
子

ち
ゃ
く
し

勝 か
つ

千
代

ぢ

よ

殿
、
所
望

し
よ
も
う

な
さ
れ
候
所
に
、
信
虎 

③
公
、
事
之
外
の
悪 あ

く

大
将
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
子
息

し

そ

く

と
て 

  

「
と
」「
な
」
「
ま
」「
せ
」
な
ど
は
、
今
の
か
な
と
同
じ
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
①
行
目
「
す
」
は
「
須
」
、
「
れ
」
は
「
連
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在

の
「
す
＝
寸
」「
れ
＝
礼
」
と
は
異
な
る
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
次
の
行
に
は
「
れ
＝
礼
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

  

以
上
、
３
通
り
の
学
習
方
法
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
ど
れ
を
や
る
か
、
ど
の
順
で
や
る
か

は
、
皆
さ
ん
の
や
り
や
す
い
も
の
を
選
ん
で
取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

今
回
は
以
上
で
す
。
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。 

     

 


