
公
文
書
館
講
座
九
月
・
十
月
の
御
案
内
で
す
。
古
文
書
解
読
コ
ー
ス
は
十
月
七
日
（
火
）

「
平
元
貞
治
と
佐
藤
時
之
助

（
加
藤
民
夫

。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
は
九
月
二
十
六
日

」

）

（
金

「
映
像
の
記
録
『
県
政
映
画
』
誕
生

（
柴
田
知
彰

。
お
申
し
込
み
受
付
中
。

）

」

）

一
頁
写
真
。
冒
頭
に
家
庭
警
防
組
の
必
要
性
が
書
か
れ
て
い
る

▲

山
崎
文
庫
「
史
類
雑
書
収
録
」
を
め
く
る
と
、
秋
田、

藩
の
政
治
史
に
関
わ
る
古
文
書
の
翻
刻
文
に
混
じ
っ
て

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
秋
田
県
警
察
部
が
作
成

し
た
「
家
庭
警
防
組
の
組
織
並
に
指
導
の
要
領
」
と
い

う
十
六
ペ
ー
ジ
の
小
冊
子
が
挟
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
開
く
と
、
焼
夷
弾
に
よ
る
空
襲
を
想
定
し
て

の
防
火
対
策
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
月
の
お
す
す
め
史
料

家
庭
警
防
組
の
組
織
並
に
指
導
の
要
領

（
山
崎
文
庫
「
史
類
雑
書
収
録
」
山
２
０
３
）

イ
焼
夷
弾
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
は
な
い
。

防
護
担
任
者
は
余
り
薄
着
で
な
い
程
度
の
服
装

で
足
袋
か
靴
で
も
穿
い
て
い
れ
ば
、
少
々
火
沫

が
来
て
も
何
の
心
配
も
な
く
落
ち
着
い
て
延
焼

防
止
に
当
た
れ
ば
よ
ろ
し
い
。

ロ
焼
夷
弾
は
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ハ
砂
は
焼
夷
弾
か
ら
周
囲
に
延
焼
す
る
の
を
、
一

時
的
に
防
止
す
る
効
果
が
あ
る
。

ニ
引
火
性
の
物
は
処
置
し
て
お
く
こ
と
。

警
戒
警
報
と
同
時
に
引
火
し
や
す
い
物
は
、
な

る
べ
く
適
当
な
場
所
に
移
し
、
ぬ
れ
た
ム
シ
ロ

の
類
で
覆
っ
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

ホ
天
井
板
の
丈
夫
な
家
屋
の
処
置
。

天
井
裏
に
焼
夷
弾
が
止
ま
る
と
延
焼
を
防
止
す

る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
ゆ
え
に
天
井
を
破
壊

す
る
道
具
を
設
け
て
お
け
ば
良
い
と
思
う
。

ヘ
焼
夷
弾
処
置
の
最
も
効
果
あ
る
法

焼
夷
弾
が
落
下
し
た
ら
、
す
か
さ
ず
手
近
の
布

団
類
の
物
を
か
ぶ
せ
て
、
そ
の
小
爆
発
に
よ
る

火
沫
の
飛
散
を
防
ぎ
、
そ
の
上
周
囲
を
水
浸
し

に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
処
置
さ
え
取
れ
た
ら
、
焼
夷
弾
に
よ
る
火
災

は
ま
ず
心
配
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
小
冊
子
が
作
成
さ
れ
た
三
年
後
に
太
平
洋
戦
争

が
始
ま
り
、
こ
こ
に
あ
る
防
火
対
策
で
は
対
処
し
き
れ

な
い
く
ら
い
の
焼
夷
弾
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
ま
す
。

「

」

そ
も
そ
も

家
庭
警
防
組
の
組
織
並
に
指
導
の
要
領

が
作
成
さ
れ
た
根
拠
は
、
昭
和
十
二
年
十
月
に
施
行
さ

「

」

。

「

」

れ
た

防
空
法

に
あ
り
ま
す

こ
の
時
期

防
空
法

が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
戦
争
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
一

般
市
民
が
巻
き
添
え
と
な
る
都
市
空
襲
が
考
え
ら
れ
、

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

空
襲
を
受
け
た
場
合
、
一
般
市
民
も
消
火
活
動
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら

空
襲
に
備
え
て
組
織
づ
く
り
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ

う
し
た
内
務
省
の
意
図
か
ら
「
防
空
法
」
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
「
防
空
法
」
に
基
づ
き
、
全
国
で
バ

ケ
ツ
・
リ
レ
ー
に
よ
る
消
火
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
「
家
庭
警
防
組
の
組
織
並
に
指
導
の
要
領
」

は
「
防
空
法
」
に
従
っ
て
市
民
を
消
火
訓
練
に
従
事
さ

せ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
県
下
の
警
察
、
市
町
村
、
消
防

組
、
防
衛
団
の
幹
部
に
配
付
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
要
領
を
見
る
と
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
に
、
内

務
省
か
ら
指
示
を
受
け
た
秋
田
県
警
が
、
焼
夷
弾
攻
撃

の
惨
禍
か
ら
ど
の
よ
う
に
県
民
を
守
ろ
う
と
し
た
の
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（

）

畑
中
康
博
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こ
の
日
記
は
、
秋
田
藩
士
の
須
田
内
記
盛
徳
が
、
嘉

永
七
年
（
一
八
五
四
）
三
月
九
日
か
ら
五
月
十
四
日
に

か
け
て
江
戸
で
書
い
た
も
の
で
す
。

日
記
の
書
か
れ
る
前
年
の
嘉
永
六
年
六
月
三
日
、
ア

メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
が
江
戸
湾
に
現
れ
、
幕
府
に
開
国
を

求
め
る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
嘉
永
七
年

一
月
十
六
日
、
ペ
リ
ー
は
幕
府
か
ら
の
回
答
を
求
め
て

再
度
江
戸
湾
に
現
れ
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
幕
府
は
日

米
和
親
条
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
幕
府
は

万
一
の
戦
争
に
備
え
、
各
藩
の
江
戸
藩
邸
に
小
規
模
な

部
隊
を
常
駐
し
て
お
く
よ
う
指
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
た
秋
田
藩
で
は
、
国
元
で
須
田
内
記
を
侍
大
将
に

任
じ
、
江
戸
へ
登
ら
せ
ま
し
た
。

従
っ
て
須
田
の
日
記
は
、
時
代
が
鎖
国
か
ら
開
国
へ

と
変
わ
る
転
換
期
に
居
合
わ
せ
た
秋
田
藩
士
の
日
記
と

言
え
ま
す
。
こ
の
時
須
田
は
三
十
七
歳
。
若
き
侍
大
将

、

。

と
し
て

意
欲
満
々
で
江
戸
に
登
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う

と
こ
ろ
が
で
す
。
日
記
を
見
る
と
藩
邸
の
軍
事
指
揮

権
は
江
戸
家
老
の
佐
藤
源
右
衛
門
が
握
っ
て
お
り
、
須

田
内
記
が
口
出
し
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

。

、

か
り
ま
す

四
月
十
八
日
条
の
軍
事
調
練
の
記
事
で
は

。

佐
藤
源
右
衛
門
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す

屋
形
様
も
御
幼
年
ニ
付
、
御
出
馬
等
之
節
拙
者
は
武

の

せ

つ

せ

っ

し

ゃ

者
奉
行
、
御
手
前
様
ハ
侍
大
将
、
右
両
人
屋
形
様
之の

「
武
士
の
日
記
」
を
読
ん
で
み
る

侍
大
将
ニ
而
江
戸
在
番
萬
控

（
東
山
文
庫

Ａ
Ｈ
３
１
２
―
７
９
）

御
左
右
ニ
罷
在
指
揮
致
候
故
、
拙
者
御
同
様
之
御
勤

ま
か
り
あ
り

い
た
し
そ
う
ろ
う
ゆ
え

の

形
り
ニ
御
座
候
。
依
之
品
々
追
々
御
相
談
も
可
致
拙

な

ご

ざ

そ

う

ろ

う

こ
れ
に
よ
り

い
た
す
べ
く

者
一
体
之
指
揮
致
候
迄
ニ
候
。

い
た
し
そ
う
ろ
う
ま
で

同
じ
日
の
日
記
に
須
田
内
記
は
「
我
儀
は
侍
大
将
ニ

て
御
先
手
計
り
之
指
揮
致

候
儀
ニ
ハ
無
之
…
御
旗
本

さ

き

て

ば

か

の

い
た
し
そ
う
ろ
う

こ

れ

な

く

一
体
之
指
揮
我
へ
被
仰
付
候
」
は
ず
な
の
に
、
つ
ま
り

お
お
せ
つ
け
ら
れ
そ
う
ろ
う

自
分
は
先
手
衆
ば
か
り
で
な
く
、
全
軍
の
指
揮
を
す
る

は
ず
な
の
に
、
と
こ
ぼ
し
て
い
ま
す
。

結
局
、
須
田
内
記
は
侍
大
将
と
し
て
十
分
に
活
躍
す

る
こ
と
な
く
、
五
月
十
六
日
江
戸
を
発
ち
ま
し
た
。
一

方
、
須
田
に
軍
事
指
揮
権
を
与
え
な
か
っ
た
佐
藤
源
右

、

（

）
、

衛
門
は

日
記
の
書
か
れ
た
翌
安
政
二
年

一
八
五
五

政
争
に
敗
れ
家
老
を
失
脚
し
て
い
ま
す

（
畑
中
康
博
）

。

公
文
書
館
企
画
展

武
士
の
日
記
を
読
む

後
期
展
示
は
、
十
月
二
十
四
日
（
金
）
か
ら
十

一
月
二
十
日
（
木
）
で
す
。
午
前
十
時
〜
午
後
五

時
。
会
場
は
二
階
特
別
展
示
室
。
お
楽
し
み
に

幕
末
期
に
な
る
と
諸
藩
同
士
は
も
と
よ
り
、
朝
廷
や

幕
府
と
の
政
治
交
渉
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
秋
田
藩
の

場
合
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五
月
八
日
、
新
庄
か

ら
脱
出
し
て
久
保
田
に
到
着
し
た
奥
羽
鎮
撫
軍
副
総
督

古
文
書
こ
ぼ
れ
話

外
交
書
簡
の
う
ら
お
も
て

。

沢
為
量
へ
の
対
応
が
重
要
な
外
交
問
題
に
な
り
ま
し
た

さ

わ

た

め

か

ず

秋
田
藩
の
基
本
方
針
は
、
周
辺
諸
藩
の
総
攻
撃
を
恐

れ
、
沢
副
総
督
に
京
都
へ
帰
る
よ
う
進
言
す
る
こ
と
で

し
た
。
そ
の
際
、
藩
か
ら
沢
の
側
近
に
説
得
を
試
み
る

た
め
の
書
簡
が
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
草

稿
と
見
な
さ
れ
る
史
料
が
当
館
に
二
点
あ
り
ま
す
。

大
幅
な
添
削
の
対
象
と
さ
れ
た
草
稿
に
は

「
弊
藩

、
へ

い

は

ん

」

、

之
儀
ハ

古
風
の
兵
隊
が
主
力
で

陬
遠
ニ
て
世
態
ニ
疎
く

す

う

え

ん

う

と

恥
ず
か
し
な
が
ら
庄
内
で
の
戦
い
で
も
敗
北
し
た
次
第

で
す
、
と
自
藩
の
弱
点
を
率
直
に
述
べ
て
帰
還
を
進
言

し
て
い
ま
す

（
Ａ
Ｓ
２
１
２
．
１
―
５
１
―
５
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
添
削
し
た
上
で
送
付
し
た
書
簡
の

控
え
と
見
ら
れ
る
草
稿
で
は
、
藩
首
脳
部
の
修
正
意
見

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
「
勅
命
遵
奉

ち
ょ
く
め
い
じ
ゅ
ん
ぽ
う

之
外
他
念
無
之
候
得
ハ
」
と
朝
廷
へ
の
忠
誠
を
全
面
に

の

ほ

か

た

ね

ん

こ

れ

な

く

そ

う

ら

え

ば

押
し
立
て
つ
つ
も
、
官
軍
の
人
数
も
甚
だ
手
薄
な
現
在

で
は
、
諸
藩
の
軍
勢
を
迎
え
撃
っ
て
勝
利
を
導
く
見
込

み
は
な
い
と
主
張
し
ま
す

（
Ａ
Ｓ
２
１
２
．
１
―
５

。

１
―
１
）
そ
れ
ゆ
え
、
一
旦
帰
京
さ
れ
て
、
再
び
機
会

を
み
て
鎮
圧
に
乗
り
出
し
て
く
だ
さ
い
、
と
柔
ら
か
な

表
現
で
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

外
交
に
お
い
て
は
、
相
手
の
状
況
を
無
視
し
て
一
方。

的
に
刺
激
的
な
文
面
で
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

相
手
の
気
持
ち
を
く
み
取
り
、
で
き
る
だ
け
柔
ら
か
な

表
現
で
自
藩
の
意
志
を
貫
く
こ
と
が
肝
要
だ
っ
た
の
で

す
。
沢
副
総
督
は
秋
田
藩
の
窮
状
を
察
し
て
、
五
月
十

日
に
久
保
田
を
離
れ
、
北
に
向
か
っ
た
の
で
し
た
。

（

）

加
藤
民
夫
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