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令
和
３
年
度 

か
い
じ
あ
む
古
文
書
講
座 

第
１
期
（2022

.
6
.25

） 
第
３
回

「 

古
文
書
に
親
し
む
（
３
） 

」 

学
芸
員 

海
老
沼
真
治 

  

１
．「
か
な
」
文
字
に
親
し
む 

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

要
で
す
。「
か
な
」
は
漢
字
が
く
ず
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
く
ず
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
（
現
在
「
か
な
」
と
し
て
使
わ
れ
る
字
以
外
の
「
か
な
」
を
「
変
体
仮
名
」
と
呼
び
ま
す
）
。 

例
え
ば
「
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
く
ず
し
方
を
お
ぼ
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

「
波
」

 

「
者
」

 

「
盤
」

 

「
葉
」

 

【 かな「は」の一例 】 
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ひ
と
つ
の
「
か
な
」
に
複
数
の
漢
字
な
ん
て
大
変
そ
う
…
と
、
難
し
く
思
わ
れ
る
方
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
在
の
私
た
ち
も
、
変
体
仮
名
に
接
し
て
い
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
こ
ん
な
も
の
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
よ
ね
？ 

 

 

 

多
く
の
方
は
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
が
「
お
て
も
と
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
活
字
に
す
る
と
「
御
手
茂
登
」
で
、
こ
の
場
合
「
御
手
」
は
漢
字
、「
茂

登
」
は
変
体
仮
名
「
も
と
」
で
、
正
確
に
は
「
御
手
も
と
」
と
な
り
ま
す
（
た
だ
し
「
手
」
も

変
体
仮
名
と
し
て
読
む
可
能
性
あ
り
）
。 

こ
ん
な
感
じ
で
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
変
体
仮
名
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
す
し
屋
・
そ
ば
屋
は
遭
遇
率
高
め
？
）
の
で
、
ぜ
ひ
親
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

２
．
「
か
な
」
を
読
む
ー
江
戸
時
代
の
版
本
か
ら
ー 

で
は
、「
か
な
」
を
学
ぶ
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
仮
名
で
記
さ
れ
た
古
文
書

（
資
料
）
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
古
文
書
は
漢
字
主
体
で
書
か
れ

て
い
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、「
か
な
」
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
た
資
料
を
探
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

「
か
な
」
を
多
く
含
む
資
料
の
例
と
し
て
… 

 

・「
古
今
和
歌
集
」
な
ど
の
和
歌 

 

・「
源
氏
物
語
」「
土
佐
日
記
」
な
ど
の
古
典
文
学 

 

・
絵
巻
物
の
詞
書 

 

・
仮
名
消
息
（「
か
な
」
で
書
か
れ
た
手
紙
） 

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
取
り
組
み
や
さ
と
い
う
点
か
ら
は
、「
江
戸
時
代
の
版
本
」
は
、

庶
民
向
け
の
比
較
的
読
み
や
す
い
も
の
が
多
く
、
良
い
教
材
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

今
回
読
む
の
は
、
武
田
信
玄
の
様
々
な
事
績
を
記
し
た
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
江
戸
時
代
前
期

の
版
本
（
当
館
蔵
、
歴-

2
00

5
-
00

3
-
00

5
04

5

）
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
開
催
中
の
シ
ン
ボ
ル

展
「
天
津
司
舞
」
の
由
来
に
も
関
わ
る
、
甲
府
盆
地
の
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
部
分

を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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こ こ か ら 

こ こ ま で 

①
② 

③ 

④ 

⑤ 

 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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ま
ず
、
③
前
半
ま
で
を
読
ん
で
み
ま
す
。
初
め
は
漢
字
が
多
い
で
す
。 

                     

①
行
目
は
本
文
の
３
文
字
す
べ
て
漢
字
で
す
。
ふ
り
が
な
で
は
最
初
の

「
か
」
が

「
う
」
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
漢
字
「
可
」
を
も
と
に
し
た
変
体
仮
名
で
す
。
大

変
頻
繁
に
出
て
く
る
字
で
す
の
で
、
憶
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。「
ミ
で
う
」
ま
で
は

今
の
片
仮
名
・
平
仮
名
と
同
じ
、
「
ほ
」
は
「
本
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。 

 

②
行
目
に
は
本
文
に
「
に
は
」
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
変
体
仮
名
で
す
。
「
に
」
は

「
尓
」
を
、
「
は
」
は
「
盤
」
を
も
と
に
し
た
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
は
＝
盤
」
に
つ

い
て
は
１
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
中
ほ
ど
に
「
の
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
の
「
の
」
と
同
じ
で
す
ね
。
ふ
り
が

な
で
は
、
「
わ
＝
王
」「
け
＝
介
」
が
あ
り
ま
す
。 

 

③
行
目
に
は
、「
は
」
が
２
回
出
て
き
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
同
じ
「
盤
」
で
す
。
最
後
の

「
な
り
と
き
く
」
は
、「
と
」
以
外
は
す
べ
て
今
の
平
仮
名
と
同
じ
で
す
。 

「
と
」
は
「
登
」
を
も
と
に
し
た
字
で
、
こ
れ
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。 

① 
 

上
条
法

か
ミ
で
う
ほ
う 

① 
 

② 

城
寺

し
や
う
じ 

に
は
、
洛
外

ら
く
く
わ
い 

嵯
峨

さ

が

 
の 
策 さ

く

諺 げ
ん 

和
尚

お
し
や
う 

御
座
候
、
此
法
城
寺 

② 
 

③ 
 

は
、
甲
州

か
う
し
う

上
古 こ 

は 

湖
ミ
づ
う
ミ

な
り
と 

き
く
、 

③ 
 

※
本
文
中
に
記
さ
れ
る
「
。
」
は
、
翻
刻
文
で
は
す
べ
て
「
、
」
に
置
き
換
え
て
い
ま
す
。 
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続
い
て
、
③
～
⑤
行
目
を
読
み
ま
す
。 

                     

③
行
目
後
半
部
は
ほ
と
ん
ど
漢
字
で
、
ふ
り
が
な
も
す
で
に
出
て
き
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。 

 

④
行
目
の
３
・
４
字
目
「
に
て
」、「
に
」
は
②
行
目
と
同
じ
「
尓
」
、
「
て
」
は
一
見
す

る
と
「
く
」
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
現
在
と
同
じ
「
天
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。
以

下
の
「
の
」「
を
き
り
て
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
現
在
と
同
じ
字
で
す
。 

ふ
り
が
な
で
は
、「
悉
」
に
「
こ
と
く
く
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
こ
と
」
は
現

在
と
同
じ
「
こ
」「
と
」
を
合
体
し
た
形
で
、
よ
く
使
わ
れ
る
字
で
す
。
ま
た
「
く
」
が
２

つ
続
い
た
よ
う
に
見
え
る
う
ち
、
上
の
「
く
」
は
繰
り
返
し
を
示
す
も
の
で
、
「
こ
と
」
を

も
う
一
度
読
め
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
で
「
こ
と
ご
と
く
」
と
読
み
ま
す
。 

 

⑤
行
目
の
２
～
５
字
目
「
る
に
よ
り
」、
「
る
」「
よ
」
は
現
在
と
同
じ
、「
に
」
は
既
に
何

度
も
出
て
い
ま
す
ね
。
「
り
」
は
「
里
」
を
も
と
に
し
た
字
で
、
今
ま
で
の
字
と
は
異
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
「
と
」「
て
」
「
さ
」
は
現
在
と
同
じ
字
で
す
。
ふ
り
が
な
で
は
、

「
甲
州
」
の
「
し
」
は
「
志
」
を
、「
件
」
の
「
た
」
は
「
多
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。 

③ 
 

上
条

か
ミ
で
う 

地 ち

蔵 そ
う 

菩 ぼ

薩 さ
つ 

の 

③ 
 

④ 

御
誓

ち
か
ひ

に
て
、
南

ミ
な
ミ

の 

山
を 
き
り
て
、
一
国
の
水

悉
こ
と
く
く

富
士

ふ

じ

川
へ 

④ 
 

⑤ 
 

落 お
つ 

る
に
よ
り
、 

甲
州

か
う
し
う

国
中

こ
く
ち
う 

平
地

ひ

ら

ち 

と 
成
て
、
今
如
レ

件
也

く
た
ん
の

、
さ 

⑤ 
 

か
う
し
う 

く
た
ん
の 
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い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

慣
れ
な
い
う
ち
は
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
と
同
じ
字
も
多
い
の

で
、
見
え
た
と
お
り
に
読
め
る
部
分
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
文
章
全
体
の
内
容
か
ら
、

あ
る
程
度
類
推
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
あ
と
は
く
ず
し
字
辞
典
（
た
い
て
い
の
も
の
は
、

「
か
な
」
の
く
ず
し
方
の
用
例
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
）
と
見
比
べ
な
が
ら
、
こ
の
「
か
な
」
は

ど
ん
な
漢
字
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
か
、
面
倒
で
も
一
つ
一
つ
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

で
は
、
残
り
の
部
分
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
課
題
】
３
ペ
ー
ジ
⑥
～
⑩
行
目
を
読
ん
で
、
翻
刻
文
を
左
枠
内
に
書
い
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

※
各
行
冒
頭
の
数
文
字
を
示
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
続
く
形
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

※
ま
だ
慣
れ
て
い
な
い
方
は
、
ふ
り
が
な
・
句
読
点
は
気
に
せ
ず
、
本
文
の
大
き
い
文

字
だ
け
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

 

※
わ
か
ら
な
い
字
は
無
理
に
時
間
を
か
け
ず
、
飛
ば
し
て
先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
わ
か
ら
な
い
字
数
分
「
〇
」
を
書
い
て
お
く
な
ど
し
ま
し
ょ
う
。） 

                  

 
 

 
 

 
 

 
 

⑥ 

る
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑦ 

法 ほ
う

城
寺

し
や
う
じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑧ 

也
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑨ 

州
持
将

し
う
も
つ
し
や
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑩ 

策 さ
く

諺 け
ん

和
尚

お
し
や
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
解
答
例
は
次
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。 
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【
解
答
例
】 

 

⑥ 

る
に 
よ
り
て
上
条 で

う

地 ぢ

蔵
堂

そ
う
だ
う

と
は
申
せ
共
、
寺 じ

号 か
う

を
ば
、 

 

⑦ 

法 ほ
う

城
寺

し
や
う
じ 

と
申
す
、
此
文 も

ん

字 じ

は
、
水
去
土
成
と

ミ
ツ
サ
リ
テ
ツ
チ
ト
ナ
ル

云
こ
と
ハ
り 

 

⑧ 

也
、法
城
寺
破 や

ふ

れ
ば
、
甲
州

か
う
し
う

は
衰 す

い

微 び

な
り
、
末
代

ま
つ
だ
い

ま
で
も
甲 か

う 
 

⑨ 

州
持
将

し
う
も
つ
し
や
う

は
、
此
寺
上
条

か
ミ
で
う

法 ほ
う

城
寺

し
や
う
し

を
、建
立

こ
ん
り
う

有
べ
し
、
此
寺
に 

 

⑩ 

策 さ
く

諺 け
ん

和
尚

お
し
や
う 

五
年
の
間
、
住 す

ミ

給
ひ
候
、 

 

 

【
全
文
の
大
意
】 

上
条
法
城
寺
に
は
、
京
都
嵯
峨
（
天
龍
寺
）
の
策
彦
和
尚
を
住
職
に
迎
え
た
。
こ
の
法
城

寺
の
由
来
は
、
甲
州
が
か
つ
て
湖
だ
っ
た
と
き
、
上
条
地
蔵
菩
薩
の
力
で
南
の
山
を
き
り
開

い
て
、
一
国
の
水
を
す
べ
て
富
士
川
に
流
し
た
こ
と
で
、
甲
州
の
国
中
地
域
は
広
大
な
平
地

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
上
条
地
蔵
堂
と
称
す
る
一
方
、
寺
号
を
「
法

城
寺
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
号
は
、
「
水
が
去
っ
て
土
と
成
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
も
し
法
城
寺
が
荒
廃
す
れ
ば
、
甲
斐
国
の
衰
退
に
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
甲
斐
の
国
主

は
、
末
代
ま
で
上
条
法
城
寺
を
造
営
し
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
寺

に
策
彦
和
尚
は
五
年
間
在
住
な
さ
っ
た
。 
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こ
の
ペ
ー
ジ
も
漢
字
多
め
で
、
か
つ
同
じ
字
・
語
句
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
、
⑤
行
目
ま
で
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
あ
る
程
度
読
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

か
な
も
す
で
に
読
ん
だ
も
の
が
多
く
出
て
き
ま
し
た
が
、
初
出
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
し
た
。 

 

⑥
冒
頭

「
る

」
に
よ
り
て
…
こ
れ
は
「
類
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
に
」「
り
」
は
既
に
出
た
変
体
仮
名
。「
よ
」「
て
」
は
現
在
と
同
じ
平
仮
名
で
す
。 

⑥
末
尾 

寺
号
を

「
ば 
」
…
こ
れ
は
「
者
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古

文
書
類
に
み
え
る
「
は
」
と
し
て
大
変
よ
く
使
わ
れ
る
字
で
す
。 

⑦
冒
頭 

法
城
寺
と
申
「
す 

」
…
こ
れ
は
「
春
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

⑦
末
尾 

と
云

「
こ
と 

」
ハ
り
…
④
行
目
「
悉
」
の
ふ
り
が
な
に
あ
っ
た

「
こ
と
」
と
同
じ
で
、
「
こ
」「
と
」
を
合
体
し
た
形
で
す
。 

⑧
冒
頭 

也
、
法
城
寺
破
「
れ 

」
ば
、
…
こ
れ
は
「
連
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
の
「
ば
」
は
⑥
行
目
と
同
じ
で
す
ね
。 

⑧
末
尾 

末
代
ま
で

「
も 

」
甲
…
こ
れ
は
「
毛
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、

現
在
の
「
も
」
と
同
じ
で
す
が
、
く
ず
し
方
で
違
う
字
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

「
ま
で
」
も
現
在
と
同
じ
字
で
す
。 

  

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
く
ず
し
字
辞
典
に
用
例
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
辞
典
を
お
持
ち
の

方
は
ぜ
ひ
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

  

ま
た
、
漢
字
で
も
頻
出
す
る
典
型
的
な
く
ず
し
方
を
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た

の
で
、
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⑥ 
 

「
申
せ

共
、

寺
号
」
…
「
共
」
は
「
候
得
共
」「
私
共
」

な
ど
、
古
文
書
で
よ
く
使
わ
る
字
で
す
。
ま
た
「
寺
」
も

よ
く
使
わ
れ
る
ほ
か
、「
時
」「
待
」
な
ど
、
部
首
を
伴
っ

た
場
合
に
も
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑨
行
目
冒
頭
「
州

持
将
は
、」
も
そ
う
で
す
。 
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⑨ 
 

「
建
立

有
べ
し
、」
…
「
有
」
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
漢

字
で
、
し
か
も
く
ず
し
字
を
見
て
も
「
有
」
と
連
想
し

に
く
い
形
で
す
の
で
、
こ
の
字
が
出
た
ら
「
有
」
だ
と

憶
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

⑩ 
 

 
「

間
、
住

給
ひ
候
、」
…

「
間
」
は
「
つ
る
」
の
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
典
型
的
な
く
ず
し
方
で
す
。

「
間
」
に
限
ら
ず
、
他
の
門
構
え
を
も
つ
字
も
、
同
じ

よ
う
に
「
門
」
の
部
分
を
「
つ
」
の
よ
う
に
書
く
こ
と

が
多
い
で
す
。
「
給
」
は
「
の
」
を
２
つ
続
け
た
よ

う
な
字
で
分
か
り
難
い
で
す
が
、
版
本
な
ど
で
よ
く
目

に
す
る
形
で
す
。 

   

ま
た
、
前
半
で
読
ん
だ
漢
字
の
中
で
、
注
意
し
た
い
く
ず
し
字
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

② 

「
洛
外
」
の
「
洛
」
の
つ
く
り
「
各
」
の
く
ず
し
方
も
押
さ
え
て
お
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
「
洛
」
に
く
さ
か
ん
む
り
が
付
く
と
… 

⑤ 

「
落
る
」
の
「
落
」
と
な
り
ま
す
。
「
洛
」
の
部
分
は
ほ
ぼ
同
じ
形
で

す
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
「
各
」
に
よ
く
似
た
字
が
あ
り
ま
す
。 

④ 

「
一
国
の
水
」
の
「
水
」
の
く
ず
し
方
が
「
各
」
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
。
こ
れ
は
書
き
間
違
い
で
は
な
く
、
「
水
」
の
典
型
的
な
く
ず
し
方

の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
字
の
形
だ
け
み
て
も
判
断
が
つ
き
に

く
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
前
後
の
文
意
な
ど
を
含
め
た
判
断
を
刷
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

  

こ
の
よ
う
に
、「
か
な
」
で
多
く
の
漢
字
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
漢
字
も
ひ
と
つ
の
部
首

や
つ
く
り
を
学
ぶ
こ
と
で
、
同
じ
部
首
・
つ
く
り
を
持
つ
さ
ら
に
多
く
の
漢
字
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
文
字
一
文
字
を
憶
え
な
く
て
も
、
効
率
的
に
？
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。 
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江
戸
時
代
の
版
本
は
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
、
終
了
と
し
ま
す
。 

 

次
に
読
む
の
は
、
シ
ン
ボ
ル
展
「
天
津
司
舞
」
に
展
示
中
の
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」

（
当
館
蔵
、
歴-2

006
-0

00
-
000

007

）
で
す
。 

「
職
人
歌
合
」
は
中
世
に
成
立
し
た
も
の
で
、
異
な
る
職
種
の
職
人
が
、
互
い
の
仕
事
の

内
容
に
関
連
さ
せ
た
和
歌
を
詠
み
、
そ
の
出
来
栄
え
を
競
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。「
七
十

一
番
職
人
歌
合
」
は
、
文
字
通
り
７
１
組
・
１
４
２
種
の
職
人
が
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。 

 

２
ペ
ー
ジ
で
お
示
し
し
た
と
お
り
、
和
歌
は
平
仮
名
主
体
で
書
か
れ
ま
す
の
で
、
か
な
の

学
習
に
は
良
い
教
材
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

シ
ン
ボ
ル
展
で
展
示
し
て
い
る
の
は
、
天
津
司
舞
が
田
楽
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

か
ら
、
田
楽
の
舞
手
が
登
場
す
る
場
面
で
す
。
猿
楽
師
と
歌
を
競
っ
て
い
ま
す
。 

 
上
の
写
真
は
、
現
在
展
示
中
の
様

子
で
す
。
田
楽
は
全
７
１
番
中
の
５

０
番
目
に
登
場
し
ま
す
。 

  

構
成
と
し
て
は
、
初
め
に
両
者
の

歌
が
一
首
ず
つ
詠
ま
れ
、
そ
の
判
定

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
も
う

一
種
ず
つ
詠
み
、
二
度
目
の
判
定
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

そ
の
後
に
、
田
楽
・
猿
楽
両
者
の

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

   

次
ペ
ー
ジ
か
ら
、
歌
と
判
定
部
分

の
詞
書
を
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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   ⑬ ⑫ ⑪  ⑩ ⑨  ⑧ ⑦ ⑥ ⑤  ④  ③  ②  ① 
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最
初
に
「
五
十
番
」
と
あ
り
、
次
の
行
か
ら
歌
が
始
ま
り
ま
す
。
歌
は
、
田
楽
、
猿
楽
の

順
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
歌
の
部
分
①
～
④
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

            

②
の
５
字
目
「
月
」
を
除
い
て
、
す
べ
て
平
仮
名
で
す
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
、
現
在
と

同
じ
平
仮
名
の
形
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
変
体
仮
名
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。 

 

①
２
回
目
に
出
て
く
る

「
ち
」
は
「
地
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
下
の

「
の
」
は
「
能
」
を
も
と
に
し
て
お
り
、
よ
く
使
わ
れ
る
変
体
仮
名
で
す
。
そ
の
２

字
下

「
き
」
は
「
起
」
を
も
と
に
し
た
も
の
。
「
れ
」
は
「
連
」
を
も
と
に
し
た

字
で
、
こ
れ
は
前
に
読
ん
だ
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
も
出
て
き
ま
し
た
（
８
ペ
ー
ジ
）
。 

 

②
４
字
目
の

「
そ
」
は
「
楚
」
を
も
と
に
し
た
も
の
。
そ
の
２
字
下
の

「
の
」
は

「
農
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。
他
は
す
べ
て
現
在
と
同
じ
平
仮
名
で
す
。
最
後
の

「
る
」
は
一
見
す
る
と
現
在
の
「
る
」
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
同
じ
「
留
」
が
も
と

に
な
っ
て
お
り
、
く
ず
し
途
中
の
よ
う
な
形
で
す
。 

 

①
②
の
和
歌
を
漢
字
を
補
っ
て
読
む
と 

「
田
楽

で
ん
が
く

の 

中
門
口

ち
う
も
ん
ぐ
ち

の 

透
櫺
子

す
き
れ
ん
じ 

の
ぞ
く
ぞ
月
の 

細
め
成
り
け
る
」 

と
な
り
ま
す
。
歌
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
月

見
」
を
テ
ー
マ
に
、
田
楽
の
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

つ
づ
い
て
③
④
猿
楽
師
に
よ
る
歌
で
す
。 

 
 

て
ん
か
く
の 

ち
う
も
む
く
ち
の 

す
き
れ
ん
し 

②  ①

 

 
 

の 

そ 

く 

そ 

月 

の 
ほ
そ
め
な
り 

け 

る 
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③
の
「
秋
」「
霜
」、
④
の
「
夜
」「
月
」
以
外
は
す
べ
て
平
仮
名
で
す
。 

 

③
６
字
目

「
な
」
は
「
那
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
④
末
尾
の

「
な
」
も

同
じ
で
す
。
下
か
ら
５
字
目
の

「
し
」
は
「
志
」
を
も
と
に
し
た
字
で
、『
甲
陽
軍

鑑
』
に
も
何
度
か
出
て
き
ま
し
た
（
５
ペ
ー
ジ
ほ
か
）。
末
尾
の
２
字

「
け
」
は

「
気
」
を
、
「
の
」
は
①
と
同
じ
「
能
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。 

 ④
冒
頭
の
２
文
字

「
か
」
は
「
閑
※

」
を
も
と
に
し
た
も
の
。
「
き
」
は
変
わ
っ
た
字

に
見
え
ま
す
が
、
「
幾
」
を
も
と
に
し
た
字
で
、
現
在
の
「
き
」
と
同
じ
で
す
。
ま
た
５

字
目
の

「
か
」
は
「
可
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、『
甲
陽
軍
鑑
』
で
も
よ
く
使
わ
れ

て
い
た
字
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
当
日
配
布
資
料
か
ら
訂
正
し
ま
し
た
。 

 

③
④
の
和
歌
を
漢
字
を
補
っ
て
読
む
と 

「
秋
の
霜 

翁
お
き
な

面
お
も
て

の 

白 し
ら

髭 ひ
げ

の 

長
き
夜
明
か
す 

月
を
見
る
か
な
」 

と
な
り
ま
す
。 

 

 

こ
の
後
に
、
両
者
の
歌
の
判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
内
容
が
次
ペ
ー
ジ
の
も
の
で
す
。 

 
 

    
 

 

秋

 
の 
霜 

お
き
な
お
も
て
の
し
ら
ひ
け
の 

④  ③

 

 

（
な
欠

）
か 

き 

夜 

あ
か
す 

月 

を
み
る
か
な 
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す
で
に
何
度
も
出
て
き
た
文
字
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
初
出
の
変
体
仮
名

の
み
ご
説
明
し
ま
す
。 

 

⑤
下
か
ら
３
字
目

「
あ
」
は
「
阿
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
「
あ
＝
安
」
と

と
も
に
、
よ
く
使
わ
れ
る
字
で
す
。 

 

⑥
２
字
目

「
ひ
」
は
「
飛
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
次
の

「
た
」
は
「
多
」

を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
で
何
回
か
出
て
き
て
い
ま
す
（
５
ペ
ー
ジ
ほ

か
）
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
も
と
の
漢
字
を
よ
り
残
し
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
か
ら
６

字
目

「
る
」
は
「
流
」
を
、
末
尾

「
す
」
は
「
須
」
を
も
と
に
し
た
字
で
す
。 

 

⑦
３
字
目

「
ゑ
」
は
「
衛
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
通
常
は
「
恵
」
を
も
と
に
し
た

字
で
す
が
、
こ
ち
ら
も
使
わ
れ
ま
す
。
な
お
下
か
ら
３
字
目

「
左
」
は
、
こ
こ
で
は
漢

字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
仮
名

「
さ
」
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
３
行
を
現
代
の
漢
字
仮
名
遣
い
で
示
す
と 

「
左
は
首
尾
言
い
叶
え
り
。
右
は
上
句
事
あ
り
と
言
い
立
て
て
、
長
夜
月
見

る
と
ば
か
り
は
少
し
末
弱
く
聞
こ
ゆ
。
左
勝
べ
し
」 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
勝
負
は
左
＝
猿
楽
の
勝
ち
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

左
ハ
首
尾
い
ひ
か
な
へ
り
、
右
ハ
上
句
事
あ

とり 

⑥ ⑤

 

い
ひ
た
て
ゝ
、
長 
夜 

月 

見 

る
と
は
か
り
ハ
す 

 

⑦

 

こ
し 

す
ゑ
よ
ハ
く 

き
こ
ゆ
、
左 

可 

勝 
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こ
の
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
は
、
比
較
的
丁
寧
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
、『
甲
陽
軍

鑑
』
な
ど
の
版
本
と
は
書
体
が
か
な
り
異
な
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
使
っ
て
い
る
文
字
の

多
く
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

で
は
、
残
り
の
部
分
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
田
楽
と
猿
楽
に
よ
る
和
歌
勝
負

第
２
ラ
ウ
ン
ド
で
す
。
今
度
は
「
恋
」
を
お
題
と
し
た
歌
で
競
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

【
課
題
】
11
ペ
ー
ジ
⑧
～
⑬
行
目
を
読
ん
で
、
翻
刻
文
を
左
枠
内
に
書
い
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

※
各
行
冒
頭
の
数
文
字
を
示
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
続
く
形
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

※
わ
か
ら
な
い
字
は
無
理
に
時
間
を
か
け
ず
、
飛
ば
し
て
先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
わ
か
ら
な
い
字
数
分
「
〇
」
を
書
い
て
お
く
な
ど
し
ま
し
ょ
う
。） 

                

 
 

 
 

 
 

 
 

⑧ 

よ
そ
へ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑨ 

お
ほ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑩ 

恋 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑪ 

う
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑫ 
 

左
右 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑬ 
 

よ
せ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
解
答
例
は
次
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。 
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                                    【
解
答
例
】 

 
 

 
 

 
 

⑧ 

よ
そ
へ
て
も 

け
に
そ
恋
し
き 

人
ま
ね
の 

 
 

 

⑨ 

お
ほ
ひ
か
つ
ら
の 

お
ん
な
す
か
た
を 

 
 

 
 

 

⑩ 

恋
ら
れ
て 

む
く
ひ
や
す
る
と 

ゑ
め
い
冠
者  

 
 

⑪ 

う
つ
く
し
け
な
る 

人
と
み
え
ハ
や 

  
 

 
 

 
 

⑫ 
 

左
右
と
も
に
我
道
の
す
か
た
を
か
り
て
恋
を 

 

⑬ 
 

よ
せ
た
る
心
は
せ
や
さ
し 

仍
為
持 

 
 

 

 

※
解
答
例
は
次
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。 

 

【
漢
字
・
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
る
表
記
例
】 

 

⑧ 

よ
そ
え
て
も 

げ
に
ぞ
恋
し
き 

人
真
似

ま

ね

の 

⑨ 

覆
お
お
い

鬘
か
づ
ら

の 

女
姿
を 
 

⑩ 

恋
ら
れ
て 

報 む
く

い
や
す
る
と 

延
命

え

め

い

冠
者

か

じ

ゃ 

⑪ 

美
う
つ
く

し
げ
な
る 

人
と
見
え
ば
や 

⑫  

左
右
、
と
も
に
我 わ

が

道 み
ち

の
姿
を
借
り
て
、
恋
を 

⑬  

寄
せ
た
る
心
ば
せ
優
し
、
仍
て
持 じ

と
す 
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い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
最
初
に
読
ん
だ
時
よ
り
読
め
る
字
が
増
え
た
と
実
感
で
き

た
と
し
た
ら
、
本
講
座
は
ひ
と
ま
ず
成
功
で
す
。
ま
た
、
今
は
あ
ま
り
読
め
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
古
文
書
読
解
は
ま
さ
に
「
継
続
は
力
な
り
」
で
す
の
で
、
少
し
ず
つ
で
も
続
け
て
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
⑧
～
⑬
で
初
出
の
変
体
仮
名
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。 

 ⑧
３
字
目

「
へ

」
は
「
遍
」
を
、
７
字
目

「
に

」
は
「
丹
」
を
、
下
か

ら
２
字
目

「
ね
」
は
、
現
在
と
同
じ
「
祢
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
も
と
に
し
て
い
ま
す
。 

 

⑩
３
字
目

「
れ

」
は
「
禮
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

⑬
７
字
目

「
せ

」
は
「
を
」
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
現
在
の

「
せ
」
と
同

じ
く
「
世
」
を
く
ず
し
た
字
で
す
。
そ
の
２
字
下
の

「
さ

」
は
「
佐
」
が
も
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
⑨
６
字
目
・
⑩
２
字
目

「
ら
」
は
、
「
し
」
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん

（
私
も
最
初
間
違
え
ま
し
た
）。
こ
れ
は
③
に
も
出
て
き
て
お
り
、
こ
の
写
本
で
は
こ
の
形

が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
す
べ
て
が
こ
の
書
き
方
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
よ
う
に
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
前
後
の
文
意
な
ど
か
ら
慎
重

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

今
回
は
以
上
で
す
。「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
は
、
時
間
と
紙
面
の
都
合
上
、
歌
の
内
容

や
個
々
の
職
人
に
つ
い
て
は
ご
説
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
方

は
、
以
下
の
図
書
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
61
『
七
十
一
番
職
人
歌
合 

新
撰
狂
歌
集 

古
今
夷
曲
集
』（
岩
波

書
店
、
１
９
９
３
年
３
月
） 

・
網
野
善
彦
『
職
人
歌
合
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
２
０
１
２
年
５
月
） 

 

ま
た
、
最
後
に
自
習
用
の
「
腕
試
し
問
題
」
と
し
て
、「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
の
別
の
場

面
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
正
解
例
は
後
日
博
物
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
本
日
は
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。 
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腕
試
し
問
題
は
、
第
七
番
、「
油
売
り
」
と
「
餅
売
り
」
に
よ
る
対
決
で
す
。 

  

【
腕
試
し
問
題
】
11
ペ
ー
ジ
①
～
⑧
行
目
を
読
ん
で
、
翻
刻
文
を
左
枠
内
に
書

い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

※
次
ペ
ー
ジ
に
各
行
冒
頭
の
数
文
字
を
示
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
続
く
形
で
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。 

※
今
回
説
明
し
な
か
っ
た
字
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
字
は
無
理
に
時
間
を
か

け
ず
、
飛
ば
し
て
先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
わ
か
ら
な
い
字
数
分
「
〇
」
を
書
い
て
お
く
な
ど
し
ま
し
ょ
う
。） 

     
 

⑧ ⑦  ⑥  ⑤  ④  ③ ②  ①     
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【
腕
試
し
問
題
】
の
解
答
例
は
、
後
日
博
物
館
の
Ｈ
Ｐ
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、

答
え
合
わ
せ
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

① 

よ
ひ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

② 

ふ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

③ 

見 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

④ 

お
ほ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑤ 
 

左
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑥ 
 

あ
ふ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑦ 
 

い
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑧ 
 

も
ち
ゐ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


