
古
文
書
講
座
レ
ジ
ュ
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（
１
）
基
本
的
知
識 

○
飛
騨
郡
代
と
は 

 
江
戸
時
代
に
四
か
所
設
置
さ
れ
た
郡
代
の
一
つ
で
す
。
飛
騨
の
ほ
か
関
東
（
埼
玉
県
）
、

美
濃
、
西
国
（
大
分
県
）
に
置
か
れ
ま
し
た
。
飛
騨
国
は
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
金
森

氏
（
飛
騨
高
山
藩
）
の
所
領
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
、
藩

主
の
金
森
頼
時
が
出
羽
国
上
山
に
移
さ
れ
る
と
、
飛
騨
国
は
幕
府
直
轄
領
と
な
り
、
民

治
を
司
る
代
官
が
置
か
れ
ま
し
た
。 

○
高
山
陣
屋
と
は 

 

幕
府
直
轄
領
を
管
理
し
た
飛
騨
郡
代
の
役
所
で
す
。
高
山
城
の
下
屋
敷
が
利
用
さ
れ

ま
し
た
。
徳
川
幕
府
崩
壊
後
、
明
治
新
政
府
は
、
幕
府
直
轄
領
で
あ
る
飛
騨
国
を
接
収

し
、
廃
藩
置
県
よ
り
も
早
く
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
五
月
に
飛
騨
県
（
後
に
高
山

県
に
改
称
）
を
置
き
、
高
山
陣
屋
は
、
そ
の
ま
ま
高
山
県
役
所
と
し
て
存
続
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
明
治
四
年
十
一
月
、
飛
騨
三
郡
が
、
信
州
松
本
に
県
庁
を
置
く
筑
摩
県
の
管

轄
に
な
る
と
、
高
山
陣
屋
は
筑
摩
県
出
張
所
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。 

○
古
文
書
と
は 

 

特
定
の
相
手
に
意
思
を
伝
え
る
文
書
の
う
ち
、
近
世
以
前
の
も
の
を
さ
す
場
合
が
多

い
で
す
。
差
出
人
、
受
取
人
、
伝
え
る
意
思
等
が
要
件
と
な
り
ま
す
。
特
に
相
手
が
定

ま
っ
て
い
な
い
日
記
や
編
纂
物
等
は
古
記
録
と
呼
び
ま
す
。 

○
翻
字
、
読
み
下
し
文
と
は 

 

近
世
以
前
は
墨
を
使
っ
て
文
字
を
書
い
た
こ
と
か
ら
、
草
書
体
の
文
書
が
ほ
と
ん
ど

で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
く
ず
し
字
で
す
。
こ
れ
を
解
読
し
て
楷
書
に
改
め
た
も
の
が
、
翻

字
と
呼
ば
れ
ま
す
。
翻
字
の
文
章
は
送
り
仮
名
が
な
く
、
漢
文
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

意
味
を
と
ら
え
る
に
は
、
読
み
下
し
文
に
改
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
候
（
そ
う
ろ
う
）
と
は 

 

候
文
は
昭
和
初
期
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
銀
行
の
約
束
手
形
に
も
「
御
座
候

（
ご
ざ
そ
う
ろ
う
）
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。
候
は
補
助
動
詞
と
し
て
「
ま
す
」

の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

○
返
読
文
字
と
は 

 

漢
文
を
訓
読
す
る
時
に
、
語
順
を
逆
に
し
て
、
上
に
返
っ
て
読
む
文
字
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
「
以
（
も
っ
て
）
」
「
従
（
よ
り
）
」
「
乍
（
な
が
ら
）
」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。 

○
声
を
出
し
て
読
み
下
し
文
を
読
む 

 

 

古
文
書
は
、
①
送
り
仮
名
が
少
な
い
漢
文
調
で
あ
る
こ
と
、
②
候
文
で
あ
る
こ
と
、

③
返
読
文
字
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
特
徴
と
し
、
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
文
字
の
解
読

だ
け
で
な
く
、
読
み
下
し
文
に
し
て
、
何
度
も
声
に
出
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

次
の
例
で
は
、
声
に
出
し
て
読
め
る
よ
う
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
表
記
し
て
あ
り
ま

す
。 

  

①
乍
恐 

 

（
お
そ
れ
な
が
ら
）
（
恐
れ
多
い
と
い
う
意
） 

  

②
乍
憚 

 

（
は
ば
か
り
な
が
ら
）
（
出
過
ぎ
た
こ
と
と
断
る
意
） 

  

③
奉
願
上
候
（
ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）
（
丁
寧
な
お
願
い
の
意
） 

  

④
奉
恐
入
候
（
お
そ
れ
い
り
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）
（
恐
縮
す
る
意
） 

  

⑤
難
有 

 

（
あ
り
が
た
く
）
（
感
謝
の
意
） 

  

⑥
被
仰
付 

（
お
お
せ
つ
け
ら
れ
）
（
お
命
じ
に
な
ら
れ
る
意
） 

 
  



（
２
）
テ
キ
ス
ト
⑤
の
翻
字
文
を
読
み
下
し
文
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  
 

 
 

 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 
今
般
私
儀
、
於
御
当
地
医
道
開
業 

仕
度
奉
存
候
ニ

付
、
来
五
月
迄
滞
留
之
儀 

御
聞
済
被
下
置
候
様
、
偏
ニ

奉
願
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
読
み
下
し
文
） 

 

（
表
題
） 

 

恐
れ
な
が
ら
、
書
付
を
も
っ
て
願
い
上
げ
た
て
ま
つ
り
候 

（
本
文
） 

 

今
般
私
儀
、
御
当
地
に
お
い
て
、
医
道
開
業 

 

仕
り
度
存
じ
た
て
ま
つ
り
候
に
つ
き
、
来
る
五
月
ま
で
滞
留
の
儀 

 

御
聞
き
済
み
下
さ
れ
置
き
候
様
、
偏
に
願
い
上
げ
た
て
ま
つ
り
候
、
以
上 

 
 

 
 

 

（
参
考
） 

仕
り
度
（
つ
か
ま
つ
り
た
く
）
偏
に
（
ひ
と
え
に
） 

 

○
動
詞
、
助
動
詞
の
活
用
形
を
意
識
し
て
読
む 

助
動
詞
「
可
（
べ
し
）
」
の
活
用
形
は
、
未
然
形
（
べ
か
ら
）
、
連
用
形
（
べ
く
・

べ
か
り
）
、
終
止
形
（
べ
し
）
、
連
体
形
（
べ
き
・
べ
か
る
）
、
已
然
形
（
べ
け
れ
）

と
な
り
ま
す
か
ら
、
「
可
被
下
候
」
の
よ
う
に
、
候
の
よ
う
な
補
助
動
詞
が
続
く
場
合

は
、
連
用
形
の
「
べ
く
」
と
な
り
、
「
下
さ
る
べ
く
候
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
が
「
可
被
下
事
」
の
よ
う
に
名
詞
の
「
事
」
が
続
く
場
合
は
、
連
体
形
の
「
べ

き
」
を
用
い
て
「
下
さ
る
べ
き
事
」
と
読
み
ま
す
。
活
用
形
を
意
識
す
る
こ
と
は
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
度
も
読
み
返
し
て
慣
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

(

３)
 

テ
キ
ス
ト
②
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
句
を
挙
げ
ま
し
た
の
で
翻
字
を
横
に
書
い
て
く
だ
さ

い
。 

  

① 
 

 
 

② 
 

 

 

③ 
 

 
 

④ 
 

  

⑤ 
 

 

⑥ 
 

  

⑦  
 

⑧ 
 



⑨ 
 

   

（
答
え
） 

①
乍
恐
②
奉
願
上
候
③
罷
在
候
処
（
罷
り
在
り
候
処 

ま
か
り
あ
り
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ
）

④
被 

仰
付
⑤
被 

仰
聞
（
仰
せ
聞
か
さ
れ
）
⑥
難
相
成
候
（
相
成
り
難
く
候
）
⑦
御
聞

済
（
御
聞
き
済
み
）
⑧
被
成
下
置
（
成
し
下
し
置
か
れ 

な
し
く
だ
し
お
か
れ
）
⑨
難
有

（
有
り
難
く 

あ
り
が
た
く
） 

 

（
４
）
テ
キ
ス
ト
③
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
句
を
挙
げ
ま
し
た
の
で
翻
字
を
横
に
書
い
て
く
だ
さ

い
。 

① 
 

 

②

 

   

（
答
え
） 

①
無
御
座
候
而
者
（
御
座
無
く
候
て
は 

ご
ざ
な
く
そ
う
ろ
う
て
は
）
②
奉
懇
願
（
懇
願

奉
り 

こ
ん
が
ん
た
て
ま
つ
り
） 

  

（
５
）
テ
キ
ス
ト
⑥
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
句
を
挙
げ
ま
し
た
の
で
翻
字
を
横
に
書
い
て
く
だ
さ

い
。 

 

① 
 

② 
 

 

 

③ 
 

 

④ 
 

 

⑤ 
 

⑥ 
 

 ④
と
⑤
の
句
は
、
一
字
分
の
空
白
が
あ
り
ま
す
。
相
手
が
高
貴
な
人
で
あ
る

場
合
、
行
為
を
示
す
言
葉
の
上
を
一
字
か
二
字
空
け
て
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。

こ
れ
を
欠
字
（
け
つ
じ
）
と
言
い
ま
す
。 



 
⑦ 

 

 

（
答
え
） 

①
村
方
ニ
御
座
候
処 

②
時
疫
（
じ
え
き
）
流
行
い
た
し 

③
甚
敷
（
は
な
は
だ
し
く
）

④
而
已
（
の
み
）
な
ら
す
⑤
不
得
止
（
や
む
を
え
ず
）
⑥
歎
ケ
敷
次
第
（
な
げ
か
し
き
し

だ
い
）
⑦
急
度
上
納
可
仕
候
間
（
き
っ
と
じ
ょ
う
の
う
つ
か
ま
つ
る
べ
く
そ
う
ろ
う
あ
い

だ
） 

         

（
６
）
次
の
句
は
、
テ
キ
ス
ト
⑦
と
⑧
に
登
場
す
る
も
の
で
す
。
興
行
関
係
の
言
葉
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
読
む
と
よ
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

 

① 
 

 

② 
 

（
答
え 

） 

 
 

①
俄
踊
仕
度
（
に
わ
か
お
ど
り
つ
か
ま
つ
り
た
く
） 

 

②
写
絵
興
行
（
う
つ
し
え
こ

う
ぎ
ょ
う
） 

  

 

③
と
⑥
の
句
に
は
、「
敷
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
委
敷
（
く
わ
し
く
）
」「
宜
敷
（
よ

ろ
し
く
）
」「
悪
敷
（
あ
し
く
）
」「
厳
敷
（
き
び
し
く
）
」「
怪
敷
（
あ
や
し
く
）
」
な
ど
が
、

古
文
書
に
よ
く
登
場
す
る
言
葉
で
す
。 


