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筆
写
は
文
字
の
上
手
な
元
教
師
や
郷
土
史

家
等
に
依
頼
、
一
冊
ご
と
丁
寧
に
写
さ
れ
製

本
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
筆
写
者
が
少
な
く

な
っ
た
等
の
理
由
で
休
止
と
な
り
ま
し
た

が
、
二
二
六
巻
、
二
二
一
冊
の
筆
写
本
が
完

成
し
ま
し
た
。

　

米
沢
の
歴
史
を
物
語
る

　
　
　
　
　
　
　

基
礎
資
料
群

　
「
鶴
城
叢
書
」
の
中
に
は
、「
米

よ
ね
ざ
わ
し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

沢
春
秋
」・

「
三

さ
ん
じ
ゅ
う
ね
ん
ぴ
ょ
う

重
年
表
」・「
米よ

ね
ざ
わ
つ
が
ん

沢
通
鑑
擥ら

ん

要よ
う

」
等
の
年

表
類
、「
鶴

か
く
じ
ょ
う
そ
う
だ
ん

城
叢
談
」・「
米よ

ね

沢ざ
わ

名め
い

臣し
ん

嘉か

善ぜ
ん

録ろ
く

」

等
の
人
物
伝
、「
米よ
ね

沢ざ
わ

雑ざ
つ

事じ

記き

」・「
今
は
む

か
し
」
等
の
随
筆
、「
管か

ん
け
ん
だ
ん

見
談
」・「
国こ

く
せ
い
だ
ん

政
談
」

等
の
意
見
書
、「
米よ

ね

沢ざ
わ

里り

人じ
ん

談だ
ん

」
と
い
っ
た

地
誌
類
、「
新し

ん
し
ゅ
う
こ
あ
ん

集
古
案
」「
謙け

ん
し
ん
こ
う
お
ん
し
ょ

信
公
御
書
」
等

の
古
文
書
集
な
ど
な
ど
、
多
種
多
様
な
古

記
録
・
古
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
米
沢
の
歴
史
を
調
べ
る

上
で
の
基
礎
的
な
資
料
と
し
て
、
戦
後
の
歴

史
研
究
に
大
い
に
活
用
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和

三
十
五
年
に
は
貴
重
な
基
礎
資
料
と
し
て
、

そ
の
一
部
（「
三
重
年
表
」・「
管
見
談
」
な

ど
一
七
点
）
が
『
山
形
県
史
』
資
料
篇
３
と

同
４
に
活
字
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
原
本
が
確
認
で
き
な
い

　

資
料
も

　

こ
う
し
て
筆
写
し
た
資
料
原
本
の
中
に

は
、
そ
の
後
、
図
書
館
等
の
資
料
に
入
っ

　

昭
和
前
期
に
始
ま
っ
た

　
　
　
　

地
域
資
料
の
筆
写
事
業

　

今
月
は
市
立
米
沢
図
書
館
の
「
鶴か

く

城
じ
ょ
う

叢そ
う

書し
ょ

」
を
紹
介
し
ま
す
。
郷
土
に
残
さ
れ

た
貴
重
な
古
記
録
や
古
文
書
を
借
り
受

け
て
筆
写
し
た
も
の
で
、
第
三
代
館
長

芦あ
し
か
わ
り
ょ
う
す
け

川
良
輔
（
昭
和
五
年
〜
十
年
）
の
時
に

始
め
ら
れ
ま
し
た
。
図
書
館
に
揃そ

ろ

え
利
用

に
供
す
る
と
共
に
、
長
く
保
存
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
、
将
来
は
刊
行
も
念
頭
に
筆

写
事
業
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、東
北
地
方
で
は
『
仙せ

ん
だ
い
そ
う
し
ょ

台
叢
書
』（
大

正
十
三
年
）、『
南な

ん

部ぶ

叢そ
う

書し
ょ

』（
盛
岡
・
昭
和

二
年
）、『
秋あ

き

田た

叢そ
う

書し
ょ

』（
昭
和
五
年
）
の
刊

行
が
始
ま
り
、
そ
う
し
た
影
響
を
受
け
、

歴
史
あ
る
米
沢
で
も
叢
書
の
編
集
が
始
め

ら
れ
た
の
で
す
。「
鶴
城
」
と
は
米
沢
城
の

別
称
「
舞

ま
い
づ
る
じ
ょ
う

鶴
城
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
す
。

　

図
書
館
郷
土
資
料
室
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鶴か
く

城
じ
ょ
う

叢そ
う

書し
ょ　

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
二
十
九
年
に
は

上
杉
家
か
ら
「
上う

え
す
ぎ
も
ん
じ
ょ

杉
文
書
」
や
「
林り

ん
せ
ん泉
文ぶ

ん

庫こ

」
等
が
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
（「
上
杉
文

書
」
は
平
成
十
一
年
に
博
物
館
移
管
）、
多

く
の
原
本
が
図
書
館
や
博
物
館
で
確
認
で
き

ま
す
。
ま
た
一
方
で
は
、
残
念
な
が
ら
原
本

の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
資
料
も
多
く
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
鶴
城
叢
書
」

は
複
写
資
料
で
は
あ
り
ま
す
が
、
貴
重
な
資

料
群
と
い
え
ま
す
。

　
『
仙
台
叢
書
』
等
の
よ
う
に
刊
行
ま
で
は

漕
ぎ
着
け
な
か
っ
た
「
鶴
城
叢
書
」
で
す
が
、

貴
重
な
資
料
を
将
来
に
伝
え
る
と
い
う
意
味

で
は
十
二
分
に
当
初
の
目
的
を
達
成
し
た
と

い
え
ま
す
。
ま
た
、
先
人
達
の
こ
う
し
た
地

道
な
努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
我
々
が

数
多
く
の
資
料
を
利
用
で
き
る
こ
と
も
忘
れ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

▲左の一冊は「管見談」。原本の雰囲気を残し筆写
　されています。

▲ 221 冊の写本が並ぶ「鶴城叢書」専用の書棚




