
令
和
六
年
度

家
族
で
古
文
書
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
四
年
目
と
な
り
ま
し

た
。
古
文
書
と
い
う
と
古
め
か
し
く
て
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
敬
遠

さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
楽
し
く
な
っ
て
き

ま
す
。

い
き
な
り
く
ず
し
字
が
あ
る
古
文
書
を
示
す
と
、
難
し
く
感
じ
て

し
ま
う
た
め
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
お
も
に
変
体
仮
名
を
読
み
な
が

ら
、
昔
の
人
が
書
い
た
文
章
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
大
切
に
し

ま
し
た
。
特
別
な
辞
書
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
家
族
の
み
な
さ
ん
と

一
緒
に
読
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

身
の
ま
わ
り
を
よ
く
見
る
と
、
く
ず
し
字
を
使
っ
た
看
板
、
商
品

名
な
ど
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

そ
の
多
く
は
変
体
仮
名
を
使
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
ひ
ら
が
な
を
普
段
何
気
な
く
使
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
「
あ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
の
よ
う

な
「
ひ
ら
が
な
五
十
音
」
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
時
、
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
外
の
ひ
ら
が
な
は
、
変
体
仮
名
と
呼
ば
れ
て
、

今
で
も
時
々
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
次
の
言
葉
は
何
と
読
む

か
分
か
り
ま
す
か
。
元
の
漢
字
は
「
天
婦
羅
」
で
す
。

答
え
は
、
「
天
ぷ
ら
」
で
す
。

婦
の
く
ず
し
字

を
「
ふ
」
、
「
羅
」
の
く
ず
し
字

を

「
ら
」
と
読
み
ま
し
た
。
こ
の
二
文
字
は
変
体
仮
名
で
す
。



そ
れ
で
は
、
変
体
仮
名
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
和
歌
を
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。
出
典
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
七
月
九
日
に
発
行
さ
れ

た
『
小
倉
百
人
一
首
』
（
内
藤
彦
一
編
輯
）
で
す
。
小
学
校
令
施
行
規
則

が
制
定
さ
れ
る
前
に
発
行
さ
れ
た
本
で
す
か
ら
、
変
体
仮
名
が
た
く
さ
ん

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
で
あ
る
紫
式
部
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し

た
。
紫
式
部
に
関
係
が
あ
る
事
柄
を
紹
介
し
ま
す
。



こ
れ
は
、
紫
式
部
が
詠
ん
だ
和
歌
で
す
。
紫
式
部
は
漢
学
者
で
あ
る
藤

原
為
時
（
ふ
じ
わ
ら
の
た
め
と
き
）
を
父
に
も
ち
、
当
代
き
っ
て
の
才
女

で
、
世
界
に
誇
る
文
学
作
品
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
ま
し
た
。
紫
式
部
が

生
ま
れ
た
平
安
時
代
の
中
期
は
、
か
な
文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
形

が
確
立
し
た
頃
に
当
た
り
ま
す
。
か
な
文
字
は
漢
字
と
違
い
一
文
字
一
音

節
で
す
か
ら
、
長
文
の
日
記
・
物
語
の
執
筆
に
適
し
て
い
ま
し
た
。
紀
貫

之
の
『
土
佐
日
記
』
以
来
、
宮
廷
文
学
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
の
は
、
か
な

文
字
と
い
う
日
本
独
特
の
文
化
の
発
達
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
は
、
変
体
仮
名
が
含
ま
れ
る
紫
式
部
の
和
歌
を
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。
次
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
変
体
仮
名
の
一
覧
を
手
が
か
り
に
し

て
、
□
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

夜 雲 み め

半 し ぐ 紫

の く ぬ や り 式

月 れ ま あ 部

ひ

し と て

も



変

体

仮

名

奈 天 津 多 曽 春 可 阿
元

の

漢

字

ナ
テ

ン
つ タ ソ

シ

ュ

ン

カ ア
音

訓

な て つ た そ す か あ
読

み

方

「
変
体
仮
名
」
の
一
覧
①



変

体

仮

名

越 王 連 里 満 者 能 尓
元

の

漢

字

ヲ

ツ

ワ

ウ

レ

ン
リ

マ

ン
は ノ ニ

音

訓

を わ れ り ま は の に
読

み

方

「
変
体
仮
名
」
の
一
覧
②



夜 雲 わ み め

半 が か し ぐ 紫

の く ぬ や り 式

月 れ ま そ あ 部

か に に れ ひ

な し と て

も

言
葉
の
意
味

め
ぐ
り
あ
ふ
・
・
・
巡
り
逢
う
。
め
ぐ
る
は
月
の
縁
語
。

み
し
（
見
し
）
・
・
「
見
す
」
の
過
去
形
、
見
た
こ
と

わ
く
（
分
く
）
・
・
「
わ
か
ぬ
」
は
打
消
、
分
か
ら
な
い
こ
と

ま
（
間
）
・
・
・
・
時
間
的
な
意
、
あ
い
だ

雲
が
く
れ
に
し
・
・
雲
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た

夜
半
（
よ
は
）
・
・
夜
中

か
な
・
・
・
・
・
・
詠
嘆
の
意
、･･･

だ
な
あ

和
歌
の
意
味

久
し
ぶ
り
に
巡
り
逢
っ
た
の
に
、
そ
の
人
か
ど
う
か
分
か
ら
な

い
う
ち
に
、
雲
に
隠
れ
た
月
の
よ
う
に
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ

た
な
あ
。



（
後
略
）

紫
式
部
に
関
す
る
頭
注
が
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
□
に
当
て
は
ま
る
文
字
は
何
で
し
ょ
う
か
。

な さ 六 音 て か 上 御 な た の 宮 村 摂 式 為 源

り し 十 ら う 蒙 東 も る ま い せ 上 津 部 時 氏 源
○

あ 帖 祈 む り 門 と 物 ふ つ ん 天 守 の が 物 氏

け を 誓 籠 り 院 め と き し 皇 為 所 む が 物

し り 式 の き 内 第 信 作 語

て く 源 て 部 を め 親 十 也
な

り
め り 歌

ま り 氏 観 は ふ し や つ 王 の 娘
○

む は 図

つ 世 石 せ に ら 加 姫 也
な

り
母 ら 越

り よ る か 備 茂
○

さ 前

し り と り き 守

珍

か

寺

紫

選

子

賀

茂

斎

給

ふ

時

藤

原

彰

子

の

こ

と

仰

せ



前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え
は
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

源
氏
物
語
は
越
前
守
藤
原

為
時
の
娘
、
紫
式
部
が
創
作

し
た
も
の
で
あ
る
。
母
は
摂

津
守
藤
原
為
信
の
娘
で
あ
る
。

村
上
天
皇
の
第
十
女
で
あ

る
選
子
内
親
王
が
賀
茂
斎
院

の
任
に
つ
い
て
い
た
時
、
な

に
か
珍
し
い
物
語
は
な
い
か

と
お
求
め
に
な
っ
た
の
で
、

紫
式
部
は
一
条
天
皇
の
中

宮
・
藤
原
彰
子
（
し
ょ
う

し
）
の
仰
せ
を
受
け
、
石
山

寺
（
滋
賀
県
に
あ
る
寺
院
）

に
こ
も
っ
て
、
本
尊
の
如
意

輪
観
世
音
菩
薩
に
誓
い
、
源

氏
物
語
六
十
帖
を
仕
上
げ
選

子
内
親
王
に
献
上
し
た
。

紫
式
部
は
、
藤
原
道
長
の

求
め
に
よ
り
、
一
条
天
皇
の

中
宮
と
な
っ
た
娘
彰
子
の
女

房
と
し
て
宮
中
に
入
り
ま
す
。

源
氏
物
語
は
彰
子
の
命
で
作

ら
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
六
十
巻
は
誤
り
で
、

五
十
四
の
巻
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的

な
考
え
方
で
す
。

な さ 六 音 て か 上 御 な た の 宮 村 摂 式 為 源

り し 十 に ら う 蒙 東 も る ま い せ 上 津 部 時 氏 源
○

あ 帖 祈 に む り 門 と 物 ふ つ ん 天 守 の が 物 氏

け を 誓 籠 り 院 め が と き し 皇 為 所 む が 物

た つ し り 式 の あ た き の 内 第 信 作 す た 語

て く 源 て 部 を り り め み 親 十 が 也
な

り
め り 歌

ま り 氏 観 は ふ し や つ や 王 の 娘
○

む は 図

つ て 世 石 せ に あ ら に 加 姫 也
な

り
母 ら 越

り や を よ る か 備 茂
○

は さ 前

し ま り と り き 守

珍

か

寺
給

ふ

斎
選

子

紫
賀

茂

藤

原

彰

子

の

こ

と

仰

せ

時



最
後
の
問
題
で
す
。
紫
式
部
は
父
の
為
時
が
越
前
国
（
今
の
福
井

県
）
の
国
司
と
し
て
着
任
す
る
時
、
行
動
を
共
に
し
ま
し
た
。
ド
ラ

マ
の
中
で
は
、
雲
丹
（
ウ
ニ

海
胆
）
を
好
ん
で
食
べ
る
シ
ー
ン
が

あ
り
ま
し
た
。
次
の
絵
は
明
治
十
年
頃
、
安
藤
徳
兵
衛
が
描
い
た

「
大
日
本
物
産
図
会

越
前
国
海
胆
取
之
図
」
で
す
。
説
明
文
の
□

に
は
、
ど
ん
な
変
体
仮
名
が
入
る
か
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
し
ょ

う
。



海
胆
は
当
国
并
に
薩
摩
□
て
取
る
も
の

を
名
品
と
す
、
そ
の
肉
微
少
□
る
も
の

に
□
膏
あ
り
、
刺
多
く
し
て
栗
の
毬
□

似
た
り
、
漁
人
干
潟
の
岩
間
に
も
く

□
、
肉
を
採
り
、
桶

□
収
め
塩
に
和

し
て
、
諸
国
に
出

□
、
そ
の
味
甚

□

佳
な
り

答えは順に〔に・な・て・に・り・に・す・た〕
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