
公
文
書
館
講
座
の
御
案
内
で
す
。
古
文
書
解
読
コ
ー
ス
は
十
一
月
十
一
日
（
火

「
伊
頭
園

）

茶
話
が
綴
る
近
世
秋
田
の
暮
ら
し

（
渡
部
紘
一

。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
コ
ー
ス
は
十
一
月
七
日

」

）

。

（

）「

」（

）
。

金

公
文
書
か
ら
見
る
秋
田
の
ち
ょ
っ
と
い
い
話

戸
嶋

明

お
申
し
込
み
受
付
中

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
企
画
展
「
武
士
の
日
記
を
読
む
」
後
期

展
示
を
十
月
二
十
四
日
（
金
）
か
ら
十
一
月
二
十
日
（
木
）
ま
で
開

催
し
ま
す

（
午
前
十
時
〜
午
後
五
時
。
二
階
特
別
展
示
室
）

。

こ
こ
で
は
展
示
品
「
梅
津
憲
忠
肖
像
」
に
描
か
れ
た
甲
冑
と
陣
羽
織
が

う

め

づ

の

り

た

だ

、

。

秋
田
市
立
佐
竹
史
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
話
を
紹
介
し
ま
す

黄
唐
織
牡
丹
唐
草
地
紋
陣
羽
織

▲

梅
津
憲
忠
所
用
甲
冑

▲

梅
津
憲
忠
肖
像
（
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵

吉
田
７
７
）

▲

梅
津
憲
忠
（
一
五
七
二
〜
一
六
三
〇
）
は
、
初
代
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
の
も
と
で

う

め

づ

の

り

た

だ

さ

た

け

よ

し

の

ぶ

家
老
と
し
て
藩
政
全
般
を
担
当
し
た
人
物
で
す

「
政
景
日
記
」
を
残
し
た
こ
と
で

。
ま

さ

か

げ

知
ら
れ
る
梅
津
政
景
の
九
歳
年
上
の
実
兄
に
あ
た
り
ま
す
。

う

め

づ

ま

さ

か

げ

憲
忠
は
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
に
下
野
国
宇
都
宮
に
生
ま
れ
、
父
と
共
に

し

も

つ

け

の

く

に

常
陸
国
太
田
に
移
住
し
た
後

佐
竹
義
宣
の
近
侍
と
し
て
仕
え
ま
す

慶
長
七
年

一

、

。

（

ひ

た

ち

の

く

に

き

ん

じ

六
〇
二
）
義
宣
が
秋
田
に
遷
封
と
な
る
と
、
憲
忠
は
こ
れ
に
従
い
、
渋
江
政
光
や

し

ぶ

え

ま

さ

み

つ

向
宣
政
な
ど
と
共
に
藩
政
の
中
枢
を
担
い
ま
す
。

む
か

い
の

ぶ
ま

さ

ま
た
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
に
は
義
宣
に
従
い
大
坂
に
出
陣
し
、
大
坂
冬
の

陣
最
大
の
激
戦
と
言
わ
れ
る
今
福
の
戦
い
に
参
戦
し
ま
す
。
憲
忠
は
深
手
の
槍
傷
を

い

ま

ふ

く

負
い
な
が
ら
も
勇
猛
に
戦
い
、
そ
の
姿
か
ら
「
佐
竹
家
の
黄
鬼
」
と
称
さ
れ
、
後
に

将
軍
徳
川
秀
忠
か
ら
感
状
と
太
刀
を
賞
賜
さ
れ
ま
し
た
。

と

く

が

わ

ひ

で

た

だ

さ
て
肖
像
に
描
か
れ
た
憲
忠
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
憲
忠
は
満
月
を
か
た
ど
っ
た

、

。

前
立
の
甲

牡
丹
の
紋
様
を
織
り
込
ん
だ
黄
色
の
陣
羽
織
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す

ま

え

た

て

か
ぶ
と

実
は
こ
れ
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
甲
冑
と
陣
羽
織
が
、
秋
田
市
立
佐
竹
史
料
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
甲
冑
と
陣
羽
織
に
は
大
坂
冬
の
陣
で
憲
忠
が
着

用
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
憲
忠
の
孫
に
あ
た

る
梅
津
忠
宴
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

う

め

づ

た

だ

よ

し

つ
ま
り
こ
の
肖
像
は
、
実
際
に
身
に
つ
け
た
と
さ
れ
る
甲
冑
や
陣
羽
織
を
忠
実
に

、

。

描
き

大
坂
冬
の
陣
で
活
躍
し
た
際
の
憲
忠
の
姿
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

今
回
、
当
館
で
肖
像
を
展
示
し
て
い
る
期
間
中
、
佐
竹
史
料
館
の
常
設
展
示
「
武

具
と
甲
冑
展
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
甲
冑
と
陣
羽
織
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す

（
十

。

二
月
七
日
ま
で
）

梅
津
憲
忠
の
勇
姿
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
が
、
両
館
で
同
時
期
に
展
示
さ
れ
る
貴

重
な
機
会
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
両
方
の
展
示
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、
秋
田
藩
の
礎

を
築
い
た
人
物
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
加
藤
昌
宏
）
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「
う
な
ぎ
」
と
言
え
ば
産
地
偽
装
問
題
が

強
烈
に
頭
に
浮
か
ぶ
今
日
で
す
が
、
こ
の

話
は
明
治
維
新
期
の
も
の
で
す
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月
七
日
、

明
治
政
府
は
議
事
機
関
で
あ
る
公
議
所
を

開
設
し
、
各
藩
か
ら
執
政
ク
ラ
ス
の
士
族

一
名
を
公
議
人
と
し
て
集
め
ま
し
た
。
公

議
所
で
は
、
切
腹
禁
止
や
廃
刀
、
穢
多
非

人
の
廃
止
な
ど
開
明
的
な
議
案
が
多
く
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
独
自
の
発
言
力
を
持
ち

始
め
た
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
政
府
は

公
議
所
の
権
限
を
縮
小
し
、
同
年
七
月
に

集
議
院
と
改
称
し
廃
止
の
方
向
へ
持
っ
て

行
き
ま
す
。

こ
の
公
議
所
に
秋
田
藩
代
表
と
し
て
参

加
し
た
の
が
初
岡
敬
治
綱
正
（
一
八
二
九

は

つ

お

か

け

い

じ

つ

な

ま

さ

〜
一
八
七
一
）
で
す
。
初
岡
は
藩
校
明
徳

館
の
教
授
を
勤
め
た
人
物
で
、
明
治
元
年

の
戊
辰
戦
争
時
に
は
京
都
へ
行
き
、
秋
田

へ
の
援
軍
を
新
政
府
の
幹
部
に
説
い
て
廻

っ
た
経
歴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
初
岡
敬
治

が
公
議
人
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
中
央

情
勢
に
疎
い
秋
田
藩
の
家
老
よ
り
も
ふ
さ

わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
す
。
も
っ

と
も
初
岡
は
地
位
が
低
か
っ
た
の
で
、
公

儀
人
代
と
し
て
の
立
場
で
し
た
。

武
士
の
日
記
を
読
ん
で
み
る

「
初
岡
綱
正
日
記
」

混
架
２
５
―
１
２
５
―
１
〜
７

東
京
で
の
初
岡
の
仕
事
は
、
も
っ
ぱ
ら
戊
辰
戦
争

で
奥
羽
列
藩
同
盟
に
与
し
て
新
政
府
軍
と
戦
っ
た
奥

羽
諸
藩
の
新
政
府
へ
の
取
り
な
し
で
し
た
。

し
か
し
、
当
時
の
政
府
は
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
・

肥
前
藩
出
身
者
の
発
言
力
が
強
く
、
こ
れ
に
反
発
し

た
初
岡
は
次
第
に
反
政
府
派
の
人
物
と
み
な
さ
れ
、

明
治
四
年
に
捕
ら
え
ら
れ
獄
死
し
ま
す
。

こ
う
し
た
人
生
を
た
ど
っ
た
初
岡
敬
治
の
日
記
を

見
る
と
、
彼
の
激
烈
な
人
間
模
様
と
は
異
な
る
、
ほ

ほ
え
ま
し
い
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

実
は
初
岡
、
鰻
が
大
好
物
で
、
取
り
憑
か
れ
た
よ

う
に
鰻
ば
か
り
食
べ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
明

治
二
年
正
月
元
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

和
泉
橋
通
り
春
木
や
に
て
、
う
な
き
給
候
申
し
合

い

ず

み

た

べ

い
の
と
こ
ろ
、
今
日
ハ
拵
え
ざ
る
由
に
付
、
日
暮

よ

し

方
帰
宅
致

候

い
た
し
そ
う
ろ
う

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
い
う
諺
が
あ
り
ま

す
が
、
初
岡
は
元
旦
か
ら
鰻
を
食
べ
よ
う
と
し
、
そ

の
望
み
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
三
日
後
の
一
月
四
日
条
に
は

近
辺
買
も
の
致
し
、
う
な
き
や
に
て
朝
飯
給

候

た
べ
そ
う
ろ
う

と
朝
食
に
鰻
を
食
べ
た
話
が
出
て
き
ま
す
。

四
ツ
過
よ
り
あ
け
ほ
の

同
月
二
十
九
日
条
に
も
「

へ
参
候
、
九
ツ
過
運
吉
参
、
井
上
遅
刻
ニ
付
う
な
き

ま
い
り

と
鰻
を
食
べ
た
話
が
出
て
き
ま
す
。

め
し
給
候
」

春
木
や
に
参
、
忠
治
と

更
に
二
月
五
日
条
に
も
「

と
二
人
で

両
人
う
な
き
に
て
支
度
候
、
七
ツ
頃
也
」

鰻
を
食
べ
た
話
が
出
て
き
ま
す
。

晩
、
健
蔵
え
参
咄

居

候
、

三
月
十
三
日
条
に
は
「

へ

ま
い
り
は
な
し
お
り
そ
う
ろ
う

と
鰻
百
疋
分
（
銭

同
人
え
、
う
な
き
百
疋
価
遣
候
」

へ

一
貫
文
）
の
金
を
払
っ
た
話
が
あ
り
ま
す
。

う
な
き
保
養
喰

き
わ
め
つ
け
は
六
月
四
日
条
の
「

」
と
、
い
か
に
も
健
康
維
持
の
た
め
う

ニ
買
候
故
…

。

な
ぎ
を
食
べ
る
と
理
屈
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
日
記
に
鰻
を
食
べ
る
話
が
出
て

い
る
の
を
見
る
と
、
健
康
維
持
と
い
う
よ
り
も
、
完

全
に
「
江
戸
前
の
鰻
」
の
虜
に
な
っ
て
い
た
と
考
え

と
り
こ

る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。

武
士
の
日
記
は
味
わ
い
深
い
世
界
で
す
。
公
文
書

館
企
画
展
「
武
士
の
日
記
を
読
む
」
を
十
分
に
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

（
加
藤
民
夫
）

公
文
書
館
企
画
展

後
期

武
士
の
日
記
を
読
む
展
示

（

）

（

）

十
月
二
十
四
日

金

〜
十
一
月
二
十
日

木

午
前
十
時
〜
午
後
五
時
。
二
階
特
別
展
示
室
。
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