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1　

非売品

　
「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
第
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

二
○
○
七
年
二
月
五
日
、林
英
夫
さ
ん
が
ご
逝
去
な
さ
れ
ま
し
た
。

八
七
歳
で
し
た
。
林
さ
ん
は
三
十
年
以
上
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、

新
宿
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
古
文
書
講
座
を
開
か
れ
る
と

と
も
に
、
弊
社
に
お
い
て
は
『
近
世
古
文
書
解
読
字
典
』
を
筆
頭
と

す
る
数
々
の
古
文
書
字
典
や
古
文
書
入
門
書
を
手
が
け
、「
古
文
書

の
柏
書
房
」
の
礎
を
築
き
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
林
さ
ん
に
は
本
誌
「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
の
題
字
を
い
た

だ
き
、
創
刊
号
に
は
「
柏
書
房
と
古
文
書
」
を
寄
稿
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
第
二
号
で
は
北
原
進
さ
ん
と「
経
験
か
ら
語
る
上
達
の
極
意
」

と
題
す
る
対
談
を
行
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

社
員
一
同
、
多
年
に
わ
た
る
ご
恩
に
報
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も

「
古
文
書
の
柏
書
房
」
の
名
に
恥
じ
な
い
書
籍
を
作
っ
て
い
く
所
存

で
す
。
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

 

巻
頭
対
談
で
は
、
近
世
史
学
の
ご
意
見
番
で
あ
り
、
ま
た
歯
に

衣
着
せ
ぬ
発
言
が
刺
激
的
で
、
か
つ
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
お
あ

り
の
青
木
美
智
男
さ
ん
と
、『
江
戸
が
大
好
き
に
な
る
古
文
書
』

（
弊
社
刊
）
な
ど
の
著
書
が
あ
り
、
東
北
か
ら
九
州
ま
で
全
国
各

地
で
講
座
を
行
な
い
な
が
ら
、
古
文
書
の
面
白
さ
と
魅
力
を
伝

道
し
続
け
て
い
る
油
井
宏
子
さ
ん
を
お
招
き
し
、
古
文
書
が
読

め
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
先
に
待
っ
て
い
る
楽
し
み
に
つ
い

て
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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2

❖
地
域
史
か
ら
一
歩
抜
け
出
そ
う

青
木

│
油
井
さ
ん
、
ご
活
躍
中
で
す
ね
。

油
井

│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

青
木

│
こ
れ
ま
で
、
油
井
さ
ん
の
よ
う
に
全
国
の
書
店

さ
ん
を
回
っ
て
古
文
書
講
座
を
行
な
っ
て
い
る
方
と
い

う
の
は
初
め
て
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
は
画
期
的
な

こ
と
で
す
ね
。
も
う
何
ヵ
所
く
ら
い
回
り
ま
し
た
か
。

油
井

│
始
め
て
か
ら
二
年
弱
で
す
が
、
都
道
府
県
で
い

え
ば
一
五
、
回
数
で
い
え
ば
二
○
回
以
上
で
す
。

青
木

│
油
井
さ
ん
の
講
座
を
聞
き
に
来
る
方
と
い
う
の

は
、
も
ち
ろ
ん
初
め
て
古
文
書
を
学
習
す
る
方
も
い
る

の
で
し
ょ
う
が
、
多
く
の
方
は
自
治
体
主
催
の
古
文
書

講
座
な
ど
に
参
加
経
験
が
あ
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
古
文
書
学
習
の
や
り
方
で
は

も
う
物
足
り
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
（
青
木
）

油
井

│
そ
う
で
す
ね
。
古
文
書
同
好
会
や
サ
ー
ク
ル
で

講
師
を
し
て
い
る
と
い
う
方
が
聞
き
に
来
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

青
木

│
な
ぜ
、
そ
う
い
っ
た
古
文
書
の
経
験
者
や
ベ
テ

ラ
ン
ま
で
が
講
座
を
聞
き
に
来
る
の
か
。
そ
れ
は
現
在

の
学
習
で
は
物
足
り
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
油
井
さ
ん
が
出
さ
れ
た
著
書
の
影

響
も
大
き
い
。
油
井
さ
ん
の
本
を
読
む
と
、
都
市
や
地

方
と
い
う
括
り
が
取
り
払
わ
れ
て
、
江
戸
時
代
と
い
う

時
代
そ
の
も
の
に
関
心
が
持
て
る
よ
う
に
な
る
。

油
井

│
確
か
に
、
全
国
を
回
っ
て
講
座
を
行
な
う
時
に

は
、
そ
の
地
域
地
域
に
即
し
た
古
文
書
を
使
う
だ
け
で

は
な
く
、
江
戸
時
代
そ
の
も
の
や
、
江
戸
時
代
を
生
き
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3　古文書かわら板（第５号）

た
人
な
ど
に
焦
点
が
あ
た
る
よ
う
な
古
文
書
を
選
ぶ
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

青
木

│
も
ち
ろ
ん
、
町
や
村
に
残
っ
た
地
域
の
古
文
書

を
読
む
こ
と
は
、
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
上
で
は
非
常
に

大
事
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
や
っ
て
い
て

は
、
地
元
に
し
か
目
が
向
か
ず
、
地
元
の
殻
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
油
井
さ
ん
の
著
書

の
よ
う
な
、
時
代
を
見
る
目
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
古

文
書
の
入
門
書
が
増
え
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
れ
を

読
む
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
も
っ
と
学
習
者
も
増
え

て
く
る
し
、
勉
強
も
楽
し
く
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

油
井

│
そ
し
て
、
古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

ご
自
分
で
地
域
の
歴
史
や
家
の
歴
史
を
調
べ
て
ま
と
め

て
い
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
古
文
書
を
教
え
て
い
る
側

か
ら
す
れ
ば
、
大
変
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

青
木

│
書
店
ば
か
り
で
な
く
、
大
学
へ
も
出
張
講
座
を

す
れ
ば
い
い
の
に
。

油
井

│
大
学
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私
は
市
川
市
内

の
中
学
校
へ
古
文
書
を
教
え
に
行
っ
た
こ
と
が
何
度
か

あ
り
ま
す
。
市
川
市
で
教
員
を
し
て
い
た
と
い
う
縁
も

あ
っ
て
頼
ま
れ
た
の
で
す
が
、
今
の
子
ど
も
た
ち
で
も

直
接
教
え
て
あ
げ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
読
め
る
よ
う
に

な
る
ん
で
す
よ
ね
。

青
木

│
大
学
生
の
ほ
う
が
読
め
な
い
か
も
し
れ
な
い

（
笑
）。
大
学
で
は
あ
ま
り
手
取
り
足
取
り
古
文
書
を

教
え
な
い
し
、
基
本
的
に
は
自
分
の
力
で
読
み
な
さ
い
、

中
学
生
に
も
き
ち
ん
と
教
え
れ
ば
、

古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
油
井
）
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と
い
う
場
合
が
多
い
で
す
か
ら
。
私
の
頃
は
、
も
う
四

○
年
以
上
前
で
す
が
、「
と
に
か
く
読
み
な
さ
い
」「
文

書
を
持
っ
て
い
る
家
を
探
し
て
き
な
さ
い
」
で
し
た
の

で
、
全
国
各
地
へ
調
査
ば
か
り
行
っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
古
文
書
字
典
は
な
か
っ
た
時
代
で
す
。

油
井

│
私
も
学
生
時
代
に
は
字
典
を
引
い
た
り
、
マ
イ

青木美智男（あおき・みちお）
─1936年生まれ。東北大学大学院
文学研究科修了。日本福祉大学、専修
大学教授を歴任。現在は立正大学講師。
村落史研究だけでなく、版本や俳句、
番付を素材とした研究をはじめ、時代
小説、歴史教育などまで幅広い。

字
典
を
作
り
な
が
ら
、
と
に
か
く
た
く
さ
ん
文
書
を
読

み
ま
し
た
。
史
料
調
査
も
各
地
に
行
き
ま
し
た
。
以
前
、

受
講
生
の
方
に
「
く
ず
し
字
の
偏
や
旁
の
見
分
け
方
は
、

誰
か
に
教
わ
っ
た
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
自
分
で
勉
強
を
し
て
い
る
う
ち
に
気
が
つ

い
た
こ
と
や
身
に
つ
い
た
こ
と
が
財
産
と
な
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
受
講
生
の
皆
さ
ん
に
、
少
し
で
も
わ
か
り
や
す

く
理
解
で
き
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
で
す
。

青
木

│
油
井
さ
ん
の
著
書
は
、
初
心
者
に
親
切
な
内
容

に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
ま
で
の
古
文
書
入
門
書
の

概
念
を
壊
し
た
本
だ
と
思
い
ま
す
。

油
井

│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
自
身
、
著
者
や

講
師
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
読
者
や
受
講
生
の
立
場

に
立
っ
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
教
わ
り
方
を
す
れ
ば
理

解
で
き
る
か
な
、
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
考
え
て
い
て
、

そ
れ
を
本
で
も
講
座
で
も
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。
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5　古文書かわら板（第５号）

❖
江
戸
と
現
代
に
大
き
な
差
は
な
い

青
木

│
一
時
期
に
比
べ
る
と
テ
レ
ビ
の
時
代
劇
の
番
組

数
は
減
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
時
代
小
説
と
と
も
に
、

一
般
の
方
の
江
戸
時
代
像
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
藤
沢
周
平
の
『
武
士
の

一
分
』
や
『
た
そ
が
れ
清
兵
衛
』
な
ど
、
映
画
の
人
気

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

油
井

│
中
学
校
や
高
校
の
歴
史
教
科
書
な
ど
は
、
政
治

的
な
内
容
が
中
心
で
、
庶
民
の
生
活
が
わ
か
る
よ
う
な

記
述
は
少
な
い
で
す
し
。

青
木

│
で
も
、
村
や
町
に
残
っ
た
古
文
書
を
読
み
始
め

る
と
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
江
戸
時
代
観
が
一
変
す
る

わ
け
で
す
。
自
分
の
知
っ
て
い
る
江
戸
時
代
と
全
然
違

う
じ
ゃ
な
い
か
と
。

油
井

│
ま
さ
に
そ
れ
が
古
文
書
を
読
む
こ
と
の
面
白
さ

で
あ
り
醍
醐
味
で
す
ね
。

青
木

│
江
戸
時
代
の
古
文
書
と
い
う
の
は
、
現
代
の
私

た
ち
が
非
常
に
共
感
で
き
る
内
容
の
も
の
が
多
い
の
も

特
徴
な
ん
で
す
。
文
章
や
言
葉
、
人
び
と
の
生
き
方
な

ど
も
親
し
み
や
す
い
ん
で
す
よ
。
戦
争
が
な
い
平
和
な

時
代
が
長
く
続
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
は
本

当
に
い
い
時
代
な
ん
で
す
よ
。今
、大
河
ド
ラ
マ
で
や
っ

て
い
る
「
風
林
火
山
」
の
よ
う
な
戦
国
時
代
だ
っ
た
ら
、

親
し
む
な
ん
て
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
よ
。
毎
日
毎
日
、

年
が
ら
年
中
戦
争
し
て
い
ま
す
か
ら
（
笑
）。

油
井

│
古
文
書
を
学
習
し
て
い
る
と
、
く
ず
し
字
が

読
め
た
時
の
う
れ
し
さ
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
内

容
が
理
解
で
き
た
時
の
う
れ
し
さ
、
さ
ら
に
そ
の
内
容

こ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
観
が
一
変
す
る
の
が
古
文
書
で
す
（
青
木
）
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6

に
共
感
で
き
た
時
の
楽
し
さ
や
感
動
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
が
で
き
る
の
が
江
戸
時
代
の
古
文
書
な
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

青
木

│
古
代
や
中
世
の
文
書
で
は
、
な
か
な
か
そ
の
感

動
は
味
わ
え
な
い
で
す
ね
。

❖
受
身
か
ら
能
動
的
な
学
習
の
時
代
へ

青
木

│
こ
れ
ま
で
古
文
書
は
、
研
究
者
や
一
部
の
郷
土

史
家
が
論
文
な
ど
を
書
く
た
め
に
使
っ
て
い
た
わ
け
で

す
が
、
最
近
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
学

ぶ
場
合
に
は
、
誰
か
に
教
わ
る
か
、
他
人
の
文
章
を
読

ん
で
勉
強
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、
今
は

自
分
で
古
文
書
を
読
ん
で
、
自
分
で
調
べ
る
と
い
う
時

代
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
受
身

の
学
習
で
は
な
く
能
動
的
な
学
習
の
時
代
で
す
ね
。

油
井

│
私
た
ち
現
代
人
が
一
五
○
年
、
二
○
○
年
以

上
前
の
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
読
ん
で
も
、
そ
こ
に
古

さ
を
感
じ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代

と
現
代
と
で
は
生
活
の
様
式
が
ま
っ
た
く
違
う
け
れ
ど
、

人
間
そ
の
も
の
の
本
質
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
古
文

書
か
ら
は
、
人
間
の
面
白
さ
と
い
う
か
、
今
の
自
分
た

ち
と
ち
っ
と
も
変
わ
ら
な
い
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
の

喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
笑
っ
た
り
し
て
い
る

姿
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
自
分
で
古
文
書
を

読
む
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
理
解
で
き

る
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
も
現
代
も

人
間
の
本
質
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
（
油
井
）
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7　古文書かわら板（第５号）

青
木

│
そ
し
て
大
事
な
の
は
、
現
代
も
江
戸
時
代
も

定
住
社
会
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
の
人
た
ち

は
、
村
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
し
、
簡
単
に
移
住
が
で
き

な
か
っ
た
。
現
代
人
も
、
都
市
部
で
家
や
マ
ン
シ
ョ
ン

を
買
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
こ
に
定
住
す
る
し
、
地
方
で

は
代
々
同
じ
場
所
に
住
ん
で
い
る
方
が
多
い
で
す
。
そ

し
て
、
仮
に
他
地
域
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
て
も
、
現

在
住
ん
で
い
る
場
所
を
「
終
の
棲
家
」
と
し
て
、
生
涯

を
送
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の

地
が
故
郷
と
な
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
故
郷
に
関
心
を

持
っ
て
、
歴
史
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
る

の
は
ご
く
自
然
な
感
情
で
す
。

油
井

│
そ
こ
で
古
文
書
が
登
場
す
る
わ
け
で
す
ね
。

青
木

│
従
来
の
郷
土
史
と
い
う
の
は
、
中
央
の
歴
史
の

な
か
に
郷
土
の
歴
史
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
方
法
で
し

た
。
実
は
こ
れ
は
今
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
で
も
、

自
分
で
古
文
書
を
調
べ
て
み
る
と
何
か
が
違
う
こ
と
に

気
付
い
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
中
央
の
歴
史
へ
の
位
置

づ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
郷
土
か
ら
中
央
の
歴
史
を
見

直
す
と
い
う
歴
史
感
覚
を
養
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
。

油井宏子（あぶらい・ひろこ）
─1953年生まれ。東京女子大学文
理学部史学科卒業。公立中学校教諭を
経て、1989年からNHK学園古文書講
師。2005年10月の福岡市を皮切りに、
「楽しく学べる古文書講座」を全国各
地の書店で行なっている。
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❖
若
い
世
代
を
育
て
た
い

青
木

│
六
○
歳
の
定
年
ま
で
会
社
勤
め
を
し
て
い
た

方
や
そ
の
奥
さ
ん
た
ち
が
、
定
年
後
の
人
生
を
ど
の
よ

う
に
送
る
の
か
。
自
由
に
な
る
時
間
が
増
え
る
の
で
す
。

も
う
一
度
経
済
活
動
に
戻
る
と
い
う
方
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
方
は
文
化
活
動
に
向
か
い
ま
す
。

そ
の
時
に
、
歴
史
、
文
学
、
俳
句
や
短
歌
、
書
道
、
外

国
語
、い
ろ
い
ろ
な
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。古
文
書
だ
っ

て
選
択
肢
の
一
つ
で
す
。
今
後
は
シ
ニ
ア
の
方
々
だ
け

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
大
学
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
だ
け
の
需
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

油
井

│
そ
う
で
す
ね
。
私
の
受
講
生
も
多
く
は
シ
ニ

ア
世
代
で
す
が
、
な
か
に
は
三
○
代
や
四
○
代
の
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
時
間
的
な
制
約

が
大
き
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
若
い
世
代
の
方
々
に
も
、

も
っ
と
古
文
書
に
親
し
ん
で
欲
し
い
の
で
す
。
先
ほ
ど

も
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
中
学
生
も
興
味
を
持
っ
て

く
れ
る
の
で
す
か
ら
。
我
先
に
と
競
い
な
が
ら
大
き
な

声
で
読
ん
で
く
れ
ま
す
。

青
木

│
若
い
世
代
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
く
か
と
い

う
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課
題
で
し
ょ
う
。
シ
ニ

ア
だ
か
ら
読
め
て
、
若
い
か
ら
く
ず
し
字
が
読
め
な
い

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
ま
た
、
古
文
書
は

全
国
に
億
単
位
で
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
未

整
理
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
だ

け
の
古
文
書
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
で

歴
史
を
継
承
す
る
若
い
世
代
を

き
ち
ん
と
育
て
て
い
か
な
い
と
、大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
（
青
木
）
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も
誰
で
も
世
代
を
問
わ
ず
に
、
す
ぐ
に
学
習
が
で
き
る

状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
し
、
チ
ャ
ン
ス
な
ん
で
す

よ
。

油
井

│
若
い
世
代
で
歴
史
に
興
味
が
あ
る
方
な
ら
、
そ

の
歴
史
の
一
番
原
点
で
あ
る
古
文
書
に
も
、
き
っ
と
の

め
り
込
め
る
と
思
い
ま
す
。

青
木

│
ぜ
ひ
と
も
古
文
書
の
世
界
に
入
っ
て
き
て
欲
し

い
で
す
ね
。
油
井
さ
ん
の
本
を
読
め
ば
す
ぐ
に
古
文
書

が
読
め
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
か
ら
。

油
井

│
小
説
よ
り
も
面
白
い
史
料
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
古
文
書
へ
の
入
り
口
は
時
代
小
説
で
も
時
代
劇
で

も
な
ん
で
も
い
い
ん
で
す
。
と
に
か
く
、
一
歩
足
を
踏

み
出
し
て
く
だ
さ
い
。
私
の
著
書
や
講
座
が
そ
の
手
助

け
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

青
木

│
若
い
世
代
が
育
っ
て
い
か
な
い
と
、
日
本
の

近
世
史
は
衰
退
し
て
い
く
一
途
で
す
。
郷
土
史
家
な
ん

て
言
葉
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
正
し
い
歴

史
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
で
す
か
ら
ね
。

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

（
二
○
○
七
年
六
月
二
八
日
／
柏
書
房
会
議
室
に
て
）

私
の
著
書
や
講
座
が
古
文
書
の
世
界
へ
入
る

手
助
け
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
（
油
井
）
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林
先
生
と
カ
ル
チ
ャ
ー
の
講
座

北
原
進

K
itahara Susum

u

　

昔
々
の
話
で
あ
る
。
私
が
ま
だ
院
生
の
頃
だ
っ
た
と
思

う
。
地
方
史
研
究
の
若
手
委
員
が
ガ
ヤ
ガ
ヤ
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
林
先
生
が
や
っ
て
き
て
、「
こ
れ
な
ん
て
読

む
ん
だ
ろ
」
と
い
い
な
が
ら
、
古
文
書
の
一
字
を
示
さ

れ
た
。
解
読
字
典
な
ん
て
ま
だ
無
か
っ
た
時
代
で
、
皆
が

当
て
ず
っ
ぽ
う
に
推
論
を
重
ね
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ

だ
と
い
う
読
み
方
を
提
示
し
た
の
が
、
質
問
者
ご
自
身
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
普
通
に
見
ら
れ
る
農
村
文
書
で
、
当
時

の
大
学
の
古
文
書
演
習
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
る
機
会

の
無
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
区
民
の
文
化
講
座
で
使

う
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

自
治
体
史
が
盛
行
し
始
め
、
史
料
編
纂
に
市
民
の
協
力

者
を
養
成
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
文
書
館
設
立
運
動
を
歴

史
家
だ
け
に
留
め
ず
、
市
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
た
め

な
ど
、
大
義
名
分
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
文
化
会
館
な

ど
の
歴
史
講
座
を
補
う
形
で
古
文
書
講
座
が
始
ま
っ
た
。

　

古
文
書
講
座
は
、
次
第
に
各
地
で
盛
ん
に
開
か
れ
る
よ

う
に
な
り
、
や
が
て
新
宿
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
の
古
文

書
講
座
が
、
林
先
生
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
先
生
が
ま
だ

五
十
歳
代
初
め
の
頃
で
、
持
ち
前
の
力
一
杯
の
大
声
が
評

判
で
あ
っ
た
。
そ
の
好
評
に
あ
や
か
り
、
池
袋
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
講
座
が
次
に
開
か
れ
、
私
が
担
当
さ
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せ
て
い
た
だ
い
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

カ
ル
チ
ャ
ー
の
講
座
の
悩
み
は
、
テ
キ
ス
ト
の
選
定
で

あ
る
。
残
存
し
て
い
る
古
文
書
に
初
級
・
上
級
の
ラ
ン
ク

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
講
座
担
当
者
が
自
由
に
使
え

る
も
の
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
研
究
室
や
お
手
持

ち
の
古
文
書
が
多
そ
う
な
林
先
生
が
、
私
な
ど
に
は
と
て

も
羨
ま
し
か
っ
た
。

　

林
先
生
は
、
受
講
者
が
若
い
学
生
で
な
く
て
も
、
厳
し

く
、
何
度
も
、
重
ね
て
、
教
え
る
こ
と
が
「
読
め
る
」
実

力
を
作
る
こ
と
と
な
る
と
言
わ
れ
、
私
の
講
座
が
月
二
回

だ
け
で
あ
っ
た
の
を
毎
週
開
き
な
さ
い
と
、
は
っ
き
り
批

判
さ
れ
た
。
や
が
て
私
の
講
座
も
月
三
回
、
月
末
は
中
世

文
書
に
当
て
る
こ
と
が
実
現
で
き
た
。

　

大
学
外
で
開
く
市
民
対
象
の
古
文
書
講
座
に
つ
い
て
、

林
先
生
と
議
論
の
末
に
実
現
し
た
も
の
に
、
ビ
デ
オ
（
Ｖ

Ｈ
Ｓ
）
に
よ
る
講
座
が
あ
る
。
カ
ル
チ
ャ
ー
が
概
し
て
大

都
市
・
県
庁
所
在
地
で
開
か
れ
、
村
や
町
の
受
講
希
望
者

は
大
都
市
に
一
日
か
け
て
往
復
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
大
い

に
文
化
活
動
参
加
機
会
の
偏
り
に
つ
い
て
批
判
を
し
あ
っ

た
末
で
あ
る
。
そ
し
て
、
林
先
生
の
呼
び
か
け
で
松
尾
正

人
さ
ん
、佐
々
木
克
さ
ん
に
協
力
を
願
い
、ビ
デ
オ
版
『
古

文
書
の
読
み
方
』
全
五
巻
（
丸
善
）
が
完
成
し
た
。

　

な
お
、
地
方
の
人
に
も
古
文
書
講
座
を
、
と
い
う
趣
旨

で
始
め
た
も
の
に
、
村
上
直
さ
ん
と
私
な
ど
が
始
め
た
通

信
講
座
（
日
正
社
）
が
あ
る
。
林
先
生
は
小
出
版
社
で
こ

れ
を
開
く
こ
と
に
、
心
配
さ
れ
な
が
ら
も
大
い
に
賛
成
し

て
く
だ
さ
り
、
の
ち
に
は
会
報
な
ど
の
執
筆
に
ご
協
力
い

た
だ
い
た
。
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
、
大
放
送
出
版
企
業
で

こ
れ
を
始
め
る
と
し
た
ら
、
林
先
生
は
必
ず
し
も
賛
同
し

て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ル
チ
ャ
ー
の
古
文
書
講
座
は
、
上
か
ら
制
度
的
に
指

示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
手
作
り
で
、
文
書
・
史
料
を

かわら板05.indd   11 07.8.28   1:08:12 PM



12

林
先
生
古
文
書
講
座
三
十
二
年
の
教
え

小
川
幸
代

O
gaw

a Sachiyo

　

こ
の
「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
の
題
字
は
、
林
英
夫
先
生

八
十
五
歳
の
筆
で
あ
る
。
先
生
は
古
文
書
講
座
の
時
、
黒

板
に
チ
ョ
ー
ク
で
大
き
な
字
を
書
い
て
説
明
な
さ
る
の
が

常
で
あ
っ
た
。
五
十
五
歳
で
新
宿
住
友
ビ
ル
四
十
八
階
の

朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
（
Ａ
Ｃ
Ｃ
）
古
文
書
講
座
の

教
壇
に
立
た
れ
て
か
ら
、
八
十
六
歳
で
病
の
床
に
就
か
れ

る
ま
で
三
十
二
年
に
亘
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
板
書
さ
れ
た
こ

と
か
。
開
講
当
初
か
ら
先
生
の
板
書
を
み
つ
め
て
き
た
私

に
と
っ
て
、「
古
文
書
か
わ
ら
板
」
の
七
文
字
は
、
先
生

が
お
若
か
っ
た
頃
の
文
字
や
、
身
振
り
手
振
り
を
交
え

た
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
語
り
口
調
ま
で
思
い
出
さ
せ
る
、

懐
か
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

残
し
て
き
た
在
地
の
人
た
ち
と
協
力
し
合
い
、
自
分
も
学

ぶ
機
会
と
す
べ
き
も
の
、
こ
れ
が
現
在
も
カ
ル
チ
ャ
ー
講

座
を
担
当
し
て
い
る
私
の
、
林
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ

い
た
心
情
で
あ
る
。

（
き
た
は
ら
・
す
す
む　

立
正
大
学
名
誉
教
授
）
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活
字
で
は
な
い
、
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
字
か
ら
は
、

書
き
手
の
年
令
や
性
格
ま
で
が
推
測
さ
れ
る
。
活
字
に

な
っ
た
史
料
を
読
む
よ
り
も
、
原
史
料
で
あ
る
古
文
書
を

読
む
こ
と
の
方
が
臨
場
感
が
湧
く
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ

ろ
う
。
晩
年
の
先
生
は
、
書
風
と
人
格
と
の
関
係
に
思
い

を
致
さ
れ
て
い
た
。次
の
著
作
は
、「
古
文
書
に
見
る
人
格
」

と
か
「
性
格
」
と
か
い
う
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

古
文
書
が
十
分
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
受
講
者
が
、

二
十
年
経
っ
て
も
ま
だ
林
先
生
の
教
室
に
通
っ
た
り
、
や

め
て
も
な
お
先
生
と
交
流
を
続
け
て
い
た
の
は
、
先
生
か

ら
常
に
、
何
か
し
ら
新
し
い
も
の
を
得
て
い
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。「
林
節
（
は
や
し
ぶ
し
）」
と
称
す
る
人

も
い
た
先
生
の
「
雑
談
」
の
な
か
に
、
深
く
て
新
し
い
も

の
が
た
く
さ
ん
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
先
生
が

あ
た
た
め
て
い
ら
し
た
構
想
が
本
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は

残
念
で
あ
る
。

　

林
先
生
が
Ａ
Ｃ
Ｃ
で
古
文
書
講
座
を
は
じ
め
ら
れ
た

一
九
七
五
（
昭
和
五
○
）
年
頃
は
、
ま
だ
一
般
の
人
が
古

文
書
に
接
す
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
。
講
座
名
が
「
古
文

書
に
親
し
む
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

研
究
者
で
も
学
生
で
も
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
林
先
生
が

準
備
な
さ
る
古
文
書
の
コ
ピ
ー
が
た
い
へ
ん
貴
重
で
、
次

は
何
だ
ろ
う
と
楽
し
み
で
あ
っ
た
。

　

先
生
は
晩
年
、「
昔
は
、
古
文
書
を
教
え
る
人
は
、
史

料
館
や
文
書
館
に
勤
め
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

私
は
家
に
古
文
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
き
た
か

ら
、
や
っ
て
こ
れ
た
ん
だ
よ
」
と
私
に
語
ら
れ
た
。
先
生

は
学
生
や
一
般
の
人
が
古
文
書
を
学
べ
る
よ
う
に
と
、『
近

世
古
文
書
演
習
』（
立
教
大
学
日
本
史
研
究
室
編
、
昭
和

四
三
年
）
や
『
近
世
古
文
書
解
読
字
典
』（
林
英
夫
監
修
、

浅
見
惠
・
若
尾
俊
平
・
西
口
雅
子
編
、
昭
和
四
七
年
）
を

先
駆
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｃ
開
講
当
初
は
、
同
時
期
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に
刊
行
さ
れ
た
『
入
門
近
世
文
書
字
典
』（
林
英
夫
・
中

田
易
直
編
、
昭
和
五
○
年
）
を
推
薦
な
さ
っ
た
の
で
、
私

は
こ
れ
を
使
っ
て
勉
強
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
い
つ
も
心
に
留
め
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
林
先
生
は
教
室
で
、「
古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
道
具
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
道

具
で
何
を
す
る
の
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
話
さ

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
教
師
が
教
え
ら
れ
る
こ

と
と
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
が
あ
る
。
歴
史
は
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
も
の
な
ん
で
す
よ
」
と
、
黒
板
に
大
き
く
波
線

を
書
か
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
私
に
は
た
い
へ
ん

印
象
深
く
て
、以
来
、私
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
今
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
で
古
文
書
講
座
の
講
師
を
し
て
い
る
。

林
先
生
が
入
院
中
に
、
教
室
は
住
友
ビ
ル
四
十
八
階
か
ら

七
階
に
移
り
、
黒
板
は
ガ
ラ
ス
・
ス
ク
リ
ー
ン
に
代
わ
っ

た
。
先
生
の
病
室
か
ら
は
住
友
ビ
ル
が
近
く
に
見
え
て
い

た
。
先
生
は
「
来
週
は
行
け
な
い
け
ど
、
次
の
週
は
行
く

か
ら
」
と
、
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
つ
い
に

教
室
に
戻
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
生
の
脳
裏
に
は
、

四
十
八
階
の
教
室
や
、
窓
外
に
一
望
さ
れ
る
関
東
平
野

や
富
士
山
や
そ
こ
に
沈
む
夕
日
の
光
景
が
、
い
つ
ま
で
も

残
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

私
は
林
先
生
に
出
会
っ
て
古
文
書
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
後
の
人
生
が
大
き
く
展
開
し
た
。
先
生
が
遺
し
て
く

だ
さ
っ
た
有
形
無
形
の
も
の
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
私

も
先
生
が
目
指
さ
れ
た
も
の
を
目
指
し
た
い
。
古
文
書
は
、

読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
が
面
白
く
て
、
読
め
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
が
ま
た
一
段
と
面
白
い
の
で
あ
る
か
ら
。

（
お
が
わ
・
さ
ち
よ　

長
岡
大
学
准
教
授
）
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15　古文書かわら板（第５号）

　
　
　
「
成
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 

）

　
　
　
「
車
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 

）

 

　
　
　
「
名
」
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 

）

　
　
　
「
金
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 
）

　

す
べ
て
二
択
問
題
で
す
。
二
つ
と
も
「
正
解
」
と
い
う
、
い
じ
わ
る
な
問
題
も
混
じ
っ
て
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
旧
字
や
異
体
字
は
常
用
漢
字
に
直
し
た
際
の
文
字
を
答
え
と
し
ま
し
た
。

　

寺
子
屋
検
定
ク
イ
ズ　

正
し
い
の
は
ど
っ
ち
？

問
１

問
２

問
３

問
４
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◉
答
え　

問
１
①
、
問
２
②
、
問
３
ど
ち
ら
も
（
①
②
と
も
）、
問
４
ど
ち
ら
も
（
①
②
と
も
）、
問
５
①
、
問
６
②
、
問
７
②
、

問
８
②
、
問
９
①
、
問
10
①

　
　
　
「
く
に
が
ま
え
」
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 

（ 

）

　
　
　

活
字
に
直
し
た
時
の
画
数
が
多
い
の
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 

）

　
　
　
「
刂
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？ 

① 

② 

（ 

）

　
　
　
「
月
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 

）

　
　
　
「
け
も
の
へ
ん
」
の
文
字
は
ど
っ
ち
？

① 

② 

（ 
）

問
５

問
６

問
７

問
８

問
９

問
10
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