
　
「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
第
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
創
刊
号
の
反

響
は
予
想
以
上
に
大
き
く
、
図
書
館
や
公
民
館
な
ど
の
公
共
機
関
や

読
者
の
方
々
か
ら
、「
も
っ
と
送
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
、
う
れ
し

い
お
便
り
や
お
電
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
二
号
の
巻
頭
対
談
は
、
日
本
で
初
め
て
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

で
古
文
書
講
座
を
開
か
れ
た
林
英
夫
先
生
と
北
原
進
先
生
を
お
招
き

し
、
古
文
書
を
愛
好
す
る
方
々
、
こ
れ
か
ら
古
文
書
の
学
習
を
始
め

よ
う
と
い
う
方
々
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
司
会
・
編
集
部
小
代
渉
）

❖
上
達
す
る
人
・
上
達
し
な
い
人

─
読
者
か
ら
の
葉
書
に
、「
な
か
な
か
上
達
し
な
い
」「
ど
う
し
た
ら

ス
ム
ー
ズ
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
き
る
の
か
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
よ
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
入
門
・
初
級
レ
ベ
ル
か
ら
な
か

な
か
先
に
進
ん
で
い
け
な
い
方
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

林

─
こ
れ
は
古
文
書
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
ま
ず
何
か
を
学
習
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
目
的
意

識
を
持
っ
て
い
る
か
持
っ
て
い
な
い
か
が
、
そ
の
ま
ま

上
達
す
る
し
な
い
に
反
映
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

北
原

─
そ
う
で
す
ね
。

林

─
古
文
書
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
自
分
の
家
に
先

祖
が
書
い
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
読
め
る

よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
そ
の
ま
ま
目
的

と
な
っ
て
い
く
、
別
に
江
戸
時
代
の
も
の
で
な
く
て
も
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よ
く
て
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
、
い
ず
れ
の
時
代

の
も
の
で
も
構
わ
な
い
で
す
。
く
ず
し
字
は
こ
の
間
も

ず
っ
と
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

北
原

─
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
、
あ
る
い
は
現
在

住
ん
で
い
る
地
域
の
歴
史
を
調
べ
た
い
、
と
い
う
目
的

も
あ
り
ま
す
ね
。
郷
土
の
こ
と
に
関
し
て
は
大
学
の
研

究
者
よ
り
も
詳
し
い
方
々
が
全
国
に
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
と
に
か
く
、「
調
べ
た
い
」
と
か
「
読
め
る
よ
う

に
な
り
た
い
」
な
ど
、
積
極
的
な
気
持
ち
が
ど
こ
か
に

あ
る
方
は
上
達
す
る
の
が
早
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、「
読
め
な
く
て
く
や
し
い
」
と
い
う
気
持
ち

を
持
て
る
か
ど
う
か
も
、
学
習
を
持
続
さ
せ
る
た
め
の

大
事
な
力
と
な
り
ま
す
ね
。

林

─
し
か
し
、
こ
こ
が
肝
心
な
の
で
す
が
、「
く
ず

し
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、

文
字
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
、
古
文
書
を
読
も
う
と
す
る

と
ダ
メ
で
す
ね
。
と
に
か
く
、
上
達
を
目
指
す
の
で
あ

目
的
意
識
を
持
っ
て
学
習
す
れ
ば
、
古
文
書
を
読
む

力
が
つ
い
て
い
き
ま
す
（
林
）

林英夫（はやし・ひでお）
─�9�9年愛知県生まれ。立教大学
文学部史学科卒業。立教大学名誉教授。
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研究協議会会長なども歴任。現在、朝
日カルチャーセンター新宿校、横浜校
などで古文書講師を務めている。
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れ
ば
、
古
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
内
容
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

史
料
集
な
ど
に
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
古
文
書
が
、
全

国
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
史
料
集
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
古

文
書
一
点
一
点
に
は
、
有
名
無
名
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の

時
代
を
生
き
た
人
々
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
古
文
書
を
手
掛
か
り
に
し
て
歴
史
に
立
ち

会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
皆
さ

ん
の
家
に
残
さ
れ
て
い
る
古
文
書
に
は
歴
史
の
新
発
見

が
書
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

北
原

─
あ
る
程
度
古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
と
、
読
め
た
こ
と
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
う
方
も

い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ち
ょ
っ
と
も
っ
た
い
な
い
。
実
は
、

そ
の
「
読
め
た
」
と
満
足
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
成
長

が
止
ま
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
古
文
書
は
、
く
ず
し

字
を
読
む
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
歴
史
の
な
か
に

ま
で
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
で
す
ね
。

❖
は
じ
め
て
の
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座

─
先
生
方
は
、
日
本
で
最
初
に
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
古
文
書

講
座
を
催
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
は
じ
め
は

ど
の
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
の
で
す
か
。

林

─
私
は
、
一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
）
か
ら
朝
日

カ
ル
チ
ャ
ー
で
教
え
始
め
て
い
ま
す
の
で
、
も
う
三
三

年
に
な
り
ま
す
。

く
ず
し
字
が
読
め
た
こ
と
だ
け
に
満
足
し
な
い
で
、

さ
ら
に
一
歩
歴
史
の
世
界
へ
踏
み
込
ん
で
欲
し
い
（
北
原
）
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北
原

─
も
う
そ
ん
な
に
な
る
ん
で
す
ね
。

林

─
実
は
、
最
初
に
講
師
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
大
学
の
講
義
な
ど
も
忙
し
か
っ
た
の
で
断
っ
た
の

で
す
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
折
に
考
古
学
の
先

生
と
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
発
掘

現
場
に
同
行
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
彼
が
説
明
し
て
い
る

内
容
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
正
直
驚
い
た
の
で
す
。
考
古

学
の
世
界
で
は
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
一
般
の
方
々
も

発
掘
作
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
よ
ね
。

北
原

─
確
か
に
そ
う
で
す
。

林

─
研
究
者
が
一
般
の
方
々
を
直
接
指
導
し
て
、
彼

ら
の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
。
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
は

実
に
楽
し
そ
う
で
し
た
。
研
究
者
と
情
報
や
知
識
、
経

験
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
よ
り
考
古
学
に
対
す
る
裾
野

も
広
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
私
は
そ
の
時
「
ハ
ッ
」

と
気
付
い
た
の
で
す
。
地
方
史
の
裾
野
を
広
げ
て
い

く
た
め
に
は
、
自
分
自
身
が
率
先
し
て
、
一
般
の
方
々

が
古
文
書
を
読
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

そ
こ
で
、
思
い
を
新
た
に
し
て
講
師
を
引
き
受
け
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。

北
原

─
私
の
ス
タ
ー
ト
は
、
林
先
生
が
新
宿
で
カ
ル

チ
ャ
ー
を
開
か
れ
て
か
ら
一
年
半
後
く
ら
い
で
し
ょ
う

か
。
一
九
七
四
年
に
池
袋
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ

ジ
か
ら
依
頼
を
受
け
ま
し
て
、
そ
れ
以
来
続
け
て
い
ま

す
。
か
れ
こ
れ
三
○
年
以
上
に
な
り
ま
す
ね
。
新
宿
の

林
先
生
の
と
こ
ろ
は
受
講
者
が
多
い
の
に
、
池
袋
の

私
の
と
こ
ろ
は
少
な
い
、
な
ど
と
比
較
さ
れ
ま
し
た
よ

一
般
の
方
々
が
古
文
書
を
読
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

講
師
を
引
き
受
け
ま
し
た
（
林
）
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（
笑
）。
テ
キ
ス
ト
も
手
作
り
、
昔
は
コ
ピ
ー
機
の
性
能

も
悪
か
っ
た
の
で
、
準
備
が
大
変
で
し
た
。
今
は
本
当

に
便
利
に
な
り
ま
し
た
ね
。

─
先
生
方
が
長
年
に
わ
た
っ
て
裾
野
を
広
げ
て
い
っ
て
く
だ
さ
っ

た
お
か
げ
で
、
現
在
で
は
、
古
文
書
学
習
者
の
人
口
は
確
実
に

増
え
て
い
っ
て
い
る
と
実
感
し
ま
す
。

北
原

─
大
学
を
出
て
研
究
者
に
な
る
道
で
は
な
く
、
古

文
書
講
座
に
出
て
、
古
文
書
を
か
な
り
の
程
度
マ
ス

タ
ー
し
て
、
在
野
の
ま
ま
調
査
・
研
究
活
動
を
さ
れ
て

い
る
方
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

林

─
確
か
に
、
最
近
の
歴
史
系
雑
誌
、
と
く
に
『
地

方
史
研
究
』
な
ど
を
読
む
と
、
そ
の
傾
向
は
見
ら
れ
ま

す
ね
。
な
か
に
は
歴
史
小
説
を
執
筆
し
た
り
、
コ
ツ
コ

ツ
と
研
究
さ
れ
て
き
た
成
果
を
学
術
研
究
書
と
し
て
出

版
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
私
の
受
講
生
の
な
か
に

は
、
著
名
な
作
家
の
方
が
数
人
い
ま
し
た
し
、
大
学
の

研
究
者
に
な
っ
た
方
も
い
ま
し
た
。
特
殊
事
例
と
言
っ

て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
専
門
家
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
原
典
を
読
む
こ
と
、
原
典
に
触
れ
る
こ
と
の
大
切

さ
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
普
段
は
ど
の
よ
う
に
し
て
講
座
を
進
め
て
い
る
の
で
す
か
。
ま

た
、
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

北原進（きたはら・すすむ）
─�9��年東京都生まれ。立正大学
大学院修了。江戸東京博物館教授など
を経て、立正大学名誉教授。現在、池
袋コミュニティ・カレッジ、読売・日
本テレビ文化センター錦糸町校などで
古文書講師を務めている。
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林

─
私
は
予
習
を
し
て
い
き
ま
せ
ん
（
笑
）。
講
座

の
そ
の
場
で
史
料
を
渡
し
て
、
そ
れ
を
い
き
な
り
読
ん

で
い
き
ま
す
。
だ
い
た
い
五
○
人
く
ら
い
の
受
講
生
が

い
ま
す
が
、
二
○
〜
三
○
人
は
私
よ
り
も
ず
っ
と
読
め

ま
す
か
ら
助
か
り
ま
す
（
笑
）。
私
の
講
座
を
二
○
年

以
上
も
受
講
し
て
い
る
方
が
何
人
も
い
ま
す
か
ら
。
読

め
な
い
字
が
出
て
き
た
時
に
は
、「
○
○
さ
ん
、
何
だ

と
思
う
？
」
っ
て
聞
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
逆
に
そ
れ

が
教
室
の
一
体
感
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
テ

キ
ス
ト
は
と
く
に
江
戸
時
代
の
も
の
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

明
治
や
昭
和
初
期
の
も
の
ま
で
幅
広
く
使
っ
て
い
ま
す
。

北
原

─
私
も
時
間
的
に
準
備
が
間
に
合
わ
な
い
時
な
ど

は
、
ぶ
っ
つ
け
本
番
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
に

限
っ
て
、
読
ん
で
い
て
引
っ
掛
か
る
字
が
出
て
く
る
ん

で
す
よ
。
で
も
、
林
先
生
と
同
じ
で
、
長
年
受
講
さ
れ

て
い
る
方
々
が
「
先
生
、
こ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、

救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
ま
す
（
笑
）。
私
は
江

戸
の
町
方
史
料
や
地
方
史
料
が
テ
キ
ス
ト
の
中
心
で
す

が
、
基
本
的
に
は
何
で
も
構
わ
な
い
で
す
ね
。

─
─
先
生
で
も
読
め
な
い
字
が
あ
る
ん
だ
、
自
分
だ
け
が
分
か
ら
な

い
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
、
と
受
講
生
の
方
は
安
心
し
ま
す
ね
。

❖
自
分
で
課
題
を
持
っ
て

─
こ
れ
か
ら
古
文
書
を
、
と
い
う
方
に
何
か
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願

い
し
ま
す
。

林

─
自
分
に
対
し
て
、
古
文
書
に
興
味
を
持
た
せ
て

く
れ
る
講
師
や
仲
間
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
番

私
が
読
め
な
い
字
が
出
て
き
た
時
に
は
、
受
講
生
が
救
い
の
手
を

差
し
伸
べ
て
く
れ
ま
す
（
北
原
）
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よ
い
の
で
す
が
。
現
在
で
は
多
く
の
自
治
体
で
古
文
書

講
座
が
催
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

も
あ
り
ま
す
。
通
信
講
座
も
あ
り
、
古
文
書
の
入
門
書

も
た
く
さ
ん
出
て
い
て
、
昔
に
比
べ
れ
ば
古
文
書
と
接

す
る
機
会
が
格
段
に
増
し
て
い
ま
す
。
冒
頭
で
お
話
し

た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
と
に

か
く
、
自
分
で
課
題
を
決
め
て
か
ら
学
習
を
始
め
ら
れ

る
こ
と
が
大
事
で
す
。例
え
ば
、自
宅
に
古
文
書
が
残
っ

て
い
る
方
で
あ
れ
ば
、
先
祖
の
名
前
の
変
遷
を
た
ど
っ

て
家
系
図
を
作
っ
た
り
、
郷
土
に
残
る
古
文
書
を
使
っ

て
、
町
や
村
の
役
人
の
名
前
、
領
主
の
名
前
の
変
遷
な

ど
を
調
べ
て
ま
と
め
て
み
る
と
い
う
こ
と
も
テ
ー
マ
と

な
り
ま
す
ね
。
自
分
の
家
に
あ
る
掛
け
軸
の
文
字
が
読

め
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
い
う
テ
ー
マ
だ
っ
て
あ
る

わ
け
で
す
。

北
原

─
読
め
る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
古
文
書
は
楽
し
く
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
自
分
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
学
習
に
臨

ん
で
く
だ
さ
れ
ば
、
講
師
と
し
て
も
、「
こ
ん
な
調
べ

方
も
あ
る
」
と
か
、「
こ
ん
な
史
料
も
あ
る
」
な
ど
と
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
こ
ち
ら
も
刺
激

を
も
ら
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
勉
強
が
で
き
ま
す
。
長
年

や
っ
て
い
ま
す
と
、
受
講
生
の
方
々
か
ら
教
え
ら
れ
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
古
文
書
の
解
読
は
奥
が

深
い
で
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
あ
せ
ら
ず
に
、
じ
っ
く

り
取
り
組
ま
れ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

─
本
日
は
長
い
時
間
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
○
○
六
年
一
月
一
八
日
／
柏
書
房
会
議
室
に
て
）

古
文
書
と
接
す
る
機
会
が
、

昔
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
く
ら
い
充
実
し
て
い
ま
す
（
林
）



�

私
の
古
文
書
学
習
法

─
五
十
の
手
習
い
か
ら
処
女
出
版
ま
で

吉
田
豊

Yoshida Yutaka

❖
五
十
か
ら
の
手
習
い

　

林
美
一
先
生
著
『
江
戸
戯
作
文
庫
』（
十
巻
・
河
出
書

房
新
社
）
の
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
八
四
（
昭
和

五
九
）
年
が
、
私
の
古
文
書
学
習
の
始
ま
り
で
す
。
す
で

に
五
一
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
子
ど
も
時
分
の
、
草

双
紙
の
絵
を
な
が
め
て
過
ご
し
た
懐
か
し
さ
か
ら
、
か
な

読
み
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
原
文
と
解
読
文
を
一
字
ず
つ
照

合
し
な
が
ら
か
な
を
覚
え
て
ゆ
き
、
遠
慮
も
知
ら
ず
先
生

に
質
問
を
続
け
た
末
、
次
第
に
仕
事
の
お
手
伝
い
を
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、 

㈱
電
通
が
企
画
し
た
広

告
資
料
の
収
集
や
展
示
会
に
参
画
し
た
り
、
ま
た
先
生
の

著
作
『
浮
世
絵
春
画
名
品
集
成
』（
河
出
書
房
新
社
）
の

解
読
を
お
手
伝
い
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。　
　
　
　
　

　

こ
う
し
て
版
本
に
接
す
る
機
会
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、

骨
董
市
や
古
書
市
を
通
じ
て
草
双
紙
や
往
来
物
な
ど
を
集

め
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
九
年
に
は

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
の
古
文
書
通
信
講
座
に
第
一
期
生
と
し
て
入

学
し
、
十
年
ほ
ど
継
続
し
て
古
文
書
に
も
慣
れ
て
き
ま
し

た
の
で
、
奮
発
し
た
結
果
、
一
級
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に

合
格
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

定
年
後
に
参
加
し
た
地
域
の
歴
史
研
究
会
で
、
版
本
を

読
む
勉
強
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
初
の
教
師
体
験
を
し
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ま
し
た
。
作
成
し
た
教
材
が
か
な
り
の
量
に
な
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
自
費
出
版
し
て
生
涯
の
記
念
に
し
よ
う
と
思
い
立

ち
、
ど
う
せ
出
す
な
ら
古
文
書
に
力
を
入
れ
て
い
る
出
版

社
か
ら
出
そ
う
と
、
い
き
な
り
柏
書
房
に
飛
び
込
ん
で
見

積
も
り
を
依
頼
し
ま
し
た
。
す
る
と
意
外
に
も
、
商
品
に

し
ま
せ
ん
か
と
提
案
を
受
け
、
処
女
出
版
『
江
戸
か
な
古

文
書
入
門
』
が
出
来
た
の
で
す
。

❖
寺
子
屋
式
の
学
習
法

　

私
が
古
文
書
を
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
か
な
読

み
か
ら
学
習
を
開
始
し
た
お
か
げ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

か
な
を
読
む
た
め
に
版
本
を
買
い
集
め
た
の
で
あ
っ
て
、

蒐
集
の
趣
味
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

庶
民
向
け
の
版
本
は
ふ
り
が
な
付
き
で
す
か
ら
、
楽
し

み
な
が
ら
も
、
ふ
り
が
な
を
頼
り
に
草
書
体
の
く
ず
し
字

が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

か
な
を
覚
え
、
次
に
往
来
物
と
い
わ
れ
る
版
本
の
教
科

書
で
読
み
書
き
を
身
に
付
け
る
や
り
方
は
、
ま
さ
に
寺
子

屋
の
学
習
法
そ
の
も
の
で
す
。

　
『
江
戸
か
な
古
文
書
入
門
』
が
増
刷
と
な
る
旨
の
通
知

を
受
け
た
と
き
は
、
正
直
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
、
世

の
中
に
か
な
読
み
の
需
要
が
あ
る
ら
し
い
と
感
じ
て
き
て
、

次
に
か
な
読
み
か
ら
始
ま
る
古
文
書
入
門
書
を
出
す
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

五
十
歳
か
ら
始
ま
っ
た
自
分
の
学
習
経
験
を
、
そ
の
ま

ま
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
『
江
戸

か
な
古
文
書
入
門
』
は
現
在
七
刷
、『
寺
子
屋
式
古
文
書

入
門
』
は
九
刷
に
達
し
て
い
ま
す
。
生
涯
学
習
の
教
室

で
の
講
座
も
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
は
言
え
、

私
の
庶
民
レ
ベ
ル
の
能
力
で
は
難
し
い
文
書
は
読
め
ま
せ

ん
。
古
文
書
の
入
門
段
階
を
担
当
す
る
の
が
私
の
役
目
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。

（
よ
し
だ
・
ゆ
た
か
）



�0

本
物
の
古
文
書
を
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
機
関

❖
北
海
道
立
文
書
館

　

所
在
地
▼
札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西
６
丁
目

　

電
話
▼
０
１
１（
２
０
４
）５
０
７
７

　

交
通
▼
札
幌
市
営
地
下
鉄
さ
っ
ぽ
ろ
駅
下
車
徒
歩
５

分
、
Ｊ
Ｒ
札
幌
駅
・
地
下
鉄
大
通
駅
下
車
徒

歩
�0
分
。

　

北
海
道
の
歴
史
に
関
す
る
文
書
や
記
録
の
収
集
の
た

め
、
昭
和
六
○
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
箱
館
奉
行
所
や

開
拓
使
に
関
す
る
古
文
書
、
道
庁
の
公
文
書
、
古
記
録
・

地
図
な
ど
二
六
万
点
余
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

閲
覧
室
に
備
え
付
け
の
目
録
で
閲
覧
し
た
い

史
料
を
特
定
し
、
係
員
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
て
い
る
史
料
は
複
写
が
可
能
で
す
。

ま
た
、所
定
の
手
続
き
を
す
れ
ば
写
真
撮
影
も
で
き
ま
す
。

❖
千
葉
県
文
書
館

　

所
在
地
▼
千
葉
市
中
央
区
中
央
４
─

��
─

７

　

電
話
▼
０
４
３（
２
２
７
）７
５
５
１

　

交
通
▼
モ
ノ
レ
ー
ル
県
庁
前
駅
よ
り
徒
歩
３
分
、
Ｊ

Ｒ
千
葉
駅
よ
り
バ
ス
、
県
庁
前
下
車
、
徒
歩

３
分

　

房
総
の
歴
史
や
伝
統
を
記
し
た
古
文
書
四
二
万
点
余
を

収
蔵
し
、
整
理
が
終
了
し
た
一
六
万
点
余
の
閲
覧
が
可
能

で
す
。
佐
倉
藩
堀
田
家
文
書
な
ど
館
外
に
所
在
す
る
県
内

関
係
の
史
料
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
所
蔵
し
、
ま
た
、

明
治
以
降
の
行
政
文
書
も
収
蔵
。
展
示
室
も
あ
り
ま
す
。

利
用
方
法　

閲
覧
室
（
４
階
）
に
配
架
の
目
録
か
ら
史
料

を
特
定
し
、受
付
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
化
さ
れ
て
い
る
史
料
は
複
写
が
可
能
で
す
。
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❖
新
潟
県
立
文
書
館

　

所
在
地
▼
新
潟
市
女
池
南
３
─

１
─

２

　

電
話
▼
０
２
５（
２
８
４
）６
０
１
１

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
新
潟
駅
よ
り
バ
ス
、
野
球
場
・
科
学
館

前
下
車
、
徒
歩
８
分

　

貴
重
な
歴
史
資
料
を
未
来
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
四
年
に
開
館
し
ま
し
た
。
県
行
政
の
公
文
書
や

越
後
・
佐
渡
に
関
す
る
古
文
書
な
ど
、
三
五
万
点
余
の

文
書
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
古

文
書
講
座
も
開
催
し
て
い
ま
す
（http://w

w
w

.lalanet.
gr.jp

）

利
用
方
法　

閲
覧
室
備
え
つ
け
の
目
録
・
カ
ー
ド
で
文
書

を
特
定
し
、申
請
書
に
よ
り
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
原
則
、

複
写
は
可
能
で
す
が
、
原
本
の
電
子
コ
ピ
ー
は
出
来
ま
せ

ん
。

❖
山
口
県
文
書
館

　

所
在
地
▼
山
口
市
後
河
原
１
５
０
─

１

　

電
話
▼
０
８
３（
９
２
４
）２
１
１
６

　

交
通
▼
Ｊ
Ｒ
山
口
駅
下
車
、
徒
歩
�0
分
、
Ｊ
Ｒ
新
山

口
駅
よ
り
バ
ス
、
県
庁
前
下
車
、
徒
歩
�0
分

　

明
治
維
新
の
中
核
を
担
っ
た
長
州
萩
藩
の
毛
利
家
文
庫

や
徳
山
毛
利
家
文
庫
、
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
な
ど
の
藩
政

文
書
、
明
治
以
降
の
山
口
県
の
行
政
に
関
す
る
文
書
、
県

内
各
地
の
諸
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
な
ど
、
四
四
万
点
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
。
毎
年
四
月
か
ら
古
文
書
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

備
え
付
け
の
目
録
で
史
料
を
特
定
し
、「
閲

覧
票
」
に
記
入
の
う
え
、
閲
覧
室
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
行
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
複

写
承
認
申
請
書
」を
提
出
す
れ
ば
写
真
撮
影
が
で
き
ま
す
。



��

　
　
　
「
頼
」
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
守
」
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
来
」
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
行
」
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 
）

　

古
文
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
く
ず
し
方
の
似
て
い
る
文
字
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
全
体
が
似
て
い
る

文
字
や
、
偏
や
旁
が
似
て
い
る
文
字
な
ど
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
な
か
な
か
手
ご
わ
い
で
す
よ
。

　

寺
子
屋
検
定
ク
イ
ズ　

正
し
い
の
は
ど
っ
ち
？

問
１

問
２

問
３

問
４



��　古文書かわら板（第２号）

◉
答
え　

問
１
②
、
問
２
①
、
問
３
①
、
問
４
②
、
問
５
①
、
問
６
②
、
問
７
②
、
問
８
②
、
問
９
①
、
問
10
②

　
　
　
「
し
ん
に
ょ
う
」
の
文
字
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
し
た
ご
ご
ろ
」
の
文
字
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　

活
字
に
直
し
た
時
の
画
数
が
多
い
の
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
折
」
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 

）

　
　
　
「
手
」
が
入
っ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？

①	

　

② 

 
 

（ 

）

　
　
　
「
ぎ
ょ
う
に
ん
べ
ん
」
の
文
字
は
ど
っ
ち
？

①	

② 

（ 
）

問
５

問
６

問
７

問
８

問
９

問
10



��

❖
書
店
と
古
文
書
講
座

菊
竹
金
文
堂
福
岡
支
店
「
り
ー
ぶ
る
天
神
」　

都
渡
正
道

　

は
や
21
世
紀
に
入
っ
て
６
年
目
と
な
っ
た
。
社
会
は
勝

ち
組
、負
け
組　

弱
肉
強
食　

ア
メ
リ
カ
型
等
と
言
わ
れ
、

確
か
に
競
争
社
会
に
突
入
し
て
お
り
我
々
は
能
力
を
磨
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

そ
れ
も
時
代
の
流
れ
で
我
々
は
そ
れ
に
適
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
単
に
一
生
懸
命
に
や
っ
て
い
る
だ
け

で
は
厳
し
い
、
難
し
い
時
代
に
入
っ
た
も
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
の
社
会
を
鳥
瞰
し
て
み
る
と
、
凶

悪
犯
罪
の
横
行
、
ス
ピ
ー
ド
時
代
へ
の
対
策
不
足
、
は
た

ま
た
、
学
力
低
下
や
ニ
ー
ト
等
の
増
加
な
ど
な
ど
将
来
的

に
問
題
は
山
積
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

そ
ん
な
中
で
、
我
々
は
表
面
的
な
事
項
の
み
に
捉
わ
れ

り
ー
ぶ
る
天
神

　

所
在
地
▼
福
岡
市
中
央
区
天
神
４
─

４
─

��　

福
岡

シ
ョ
ッ
パ
ー
ズ
プ
ラ
ザ
六
階

　

交
通
▼
福
岡
市
営
地
下
鉄
天
神
駅
下
車
、
徒
歩
５
分

　
　

西
鉄
天
神
駅
下
車
、
徒
歩
７
分

　

電
話
▼
０
９
２（
７
１
３
）１
０
０
１　

　

柏
書
房
で
は
、
昨
年
一
○
月
二
二
日
に
、
福
岡
市
の

書
店
「
り
ー
ぶ
る
天
神
」
を
皮
切
り
と
し
て
、
同
月
三

○
日
に
は
東
京
・
神
保
町
の
三
省
堂
書
店
神
田
本
店
で
、

油
井
宏
子
先
生
を
講
師
と
し
た
古
文
書
講
座
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。
本
年
は
、
二
月
に
長
野
市
の
平
安
堂
、

三
月
に
東
京
・
池
袋
の
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
、
四
月
に
盛

岡
市
の
東
山
堂
に
お
き
ま
し
て
、
油
井
先
生
の
古
文
書

講
座
を
開
催
す
る
予
定
で
お
り
ま
す
。
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る
事
な
く
、
内
面
的
な
も
の
に
対
し
て
の
強
化
を
計
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
で
登

場
す
る
の
が
「
文
化
」
で
あ
ろ
う
。
文
化
の
定
義
は
さ
て

お
い
て
、
文
化
を
最
も
大
事
に
し
て
い
く
の
は
書
店
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
持
論
で
は
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
書
店
の
役
割
と
し
て
、
本
を
物
と
し
て
扱
う

の
で
は
な
く
、
も
っ
と
中
身
の
問
題
を
捉
え
る
事
が
必
要

で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
如

何
せ
ん
能
力
の
問
題
も
あ
り
ど
う
し
て
も
一
部
に
限
ら
れ

て
く
る
。
今
後
も
顧
客
ニ
ー
ズ
を
考
え
る
と
、生
涯
学
習
、

定
年
後
の
研
究
テ
ー
マ
、
仲
間
作
り
等
な
ど
色
々
と
中
身

の
問
題
を
研
究
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
も
団
塊
の

世
代
の
一
人
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、前
々
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
「
古
文
書
講
座
」

の
事
を
、
あ
る
会
合
で
柏
書
房
の
富
澤
社
長
に
お
話
し
た

と
こ
ろ
、
心
良
く
了
解
く
だ
さ
り
、
地
方
の
書
店
で
あ
り

な
が
ら
開
催
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

最
初
は
ど
こ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
よ
り
多
く
の
集
客

が
出
来
る
か
？　

会
場
と
費
用
と
効
果
の
問
題
な
ど
悩
ん

だ
も
の
だ
が
、
講
師
の
油
井
宏
子
先
生
と
お
会
い
し
て
、

先
生
の
人
柄
に
共
感
を
覚
え
、
は
じ
め
て
開
催
し
た
講
座

も
何
と
か
無
事
に
終
了
で
き
た
。

　

参
加
者
の
皆
様
と
柏
書
房
の
関
係
者
に
感
謝
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

　

次
回
は
久
留
米
図
書
館
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
も
っ
と
多

く
の
方
に
「
古
文
書
の
魅
力
」
を
知
っ
て
頂
け
る
よ
う
、

さ
ら
に
努
力
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
地
方
の
書
店
で
、
規
模
の
大
小
と
か
関
係
無

く
、
こ
の
よ
う
な
催
し
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
大
都
市
圏
で
は
も
っ
と
頻
繁
に
開
催
さ
れ
て
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
㈱
菊
竹
金
文
堂
・
代
表
取
締
役
社
長
）



��

油
井
宏
子
先
生
の
古
文
書
講
座
に

出
席
し
て

柏
書
房
名
塚
通
孝

　

実
際
の
く
ず
し
字
を
目
の
前
に
し
て
、
同
じ
日
本
人
が

書
い
た
文
字
な
の
に
ど
う
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
解
読
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
歯
が
ゆ
い
思
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
少
し
で
も
克
服
し
た
い
と
、
油
井
先
生
の
講
座
に
臨
ん

だ
。
あ
っ
と
い
う
間
の
２
時
間
だ
っ
た
が
、
終
わ
っ
て
み

れ
ば
先
生
の
解
説
が
無
く
て
も
再
読
で
き
た
の
に
は
驚
い

た
。
難
解
と
も
思
え
る
く
ず
し
字
の
基
本
は
、
出
現
頻
度

の
高
い
文
字
の
く
ず
し
方
を
覚
え
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る

と
い
う
。
古
文
書
は
そ
う
し
た
頻
出
す
る
文
字
の
解
読
が

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
の
た
打
ち
回
っ
て
い
る
よ
う
な
文
字

で
も
、
先
に
覚
え
た
文
字
を
手
掛
か
り
に
し
て
い
く
こ
と

で
、
不
思
議
な
こ
と
に
全
体
像
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る

の
だ
。
油
井
先
生
の
講
座
の
特
長
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら

な
い
。
当
時
の
時
代
背
景
や
心
理
状
況
を
丹
念
に
調
べ

て
コ
ラ
ム
の
よ
う
に
説
明
し
て
く
れ
る
た
め
、
頭
の
な
か

で
、
テ
キ
ス
ト
に
登
場
す
る
江
戸
時
代
の
人
物
が
ま
る
で

ド
ラ
マ
の
よ
う
に
動
き
出
す
。
も
や
も
や
っ
と
書
き
と
め

て
い
る
解
読
文
も
、
先
生
と
一
緒
に
朗
読
す
る
の
で
、
眼

に
耳
に
古
文
書
が
吸
収
で
き
る
の
だ
。
自
分
は
た
っ
た
１

回
の
講
座
し
か
参
加
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
だ
け
は

忘
れ
な
い
と
い
う
く
ず
し
字
が
記
憶
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
先
生
が
熱
く
語
っ
て
い
ら
し
た
「
歴
史
に
関
わ
る

こ
と
の
楽
し
さ
」
を
経
験
・
体
感
で
き
た
時
間
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
講
座
が
全
国
に
広
が
っ
て
、
読
者
の
方
が
日

本
人
で
あ
る
こ
と
に
大
い
に
誇
り
を
持
ち
、
大
い
に
歴
史

の
面
白
さ
を
実
感
し
て
も
ら
い
た
い
と
切
実
に
願
う
。


