
規
清
事
件
に
つ
い
て
賀
茂
社
の
対
応
梅
辻
諄

の
り
き
よ

梅
辻
飛
騨
守
規
清
が
江
戸
滞
在
中
に
幕
府
の
政
治
を
批
判
し
た
疑
い
で
逮
捕
勾

留
さ
れ
た
の
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
若
い
頃
か
ら
朱

し
ゆ
し

子
学
に
心
酔
し
て
い
た
彼
は
、
神
道
修
行
の
た
め
、
朱
子
の
よ
う
な
最
良
の
師

を
求
め
て
諸
国
遍
歴
の
旅
に
出
た
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
年
）
、
彼
が
三
十
九

歳
の
時
で
あ
る
。
規
清
は
当
時
京
都
以
西
は
交
通
が
比
較
的
に
良
く
便
利
で
あ

っ
た
の
で
、
将
来
い
つ
で
も
行
け
る
と
考
え
て
、
北
陸
、
東
北
や
関
東
方
面
に

み

ぞ

う

焦
点
を
絞
っ
て
師
を
探
す
こ
と
に
し
た
。
先
ず
、
規
清
は
当
時
未
曾
有
の
大
飢

鯉
に
襲
わ
れ
て
苦
し
ん
で
い
た
北
陸
や
東
北
地
方
を
回
り
、
行
く
先
々
で
高
名

な
先
生
が
い
る
と
聞
く
と
、
直
ち
に
訪
ね
て
、
か
ね
て
か
ら
の
疑
問
を
話
し
て

教
え
を
乞
う
た
。
東
北
か
ら
北
海
道
に
渡
り
、
そ
こ
で
越
年
し
た
が
、
翌
年
は

な
こ
そ

北
海
道
の
松
前
か
ら
南
部
、
仙
台
、
そ
し
て
勿
来
を
経
て
江
戸
へ
入
っ
た
、
さ

ら
に
、
江
戸
か
ら
東
海
道
を
名
古
屋
に
向
か
い
、
名
古
屋
か
ら
木
曽
路
へ
入
り
、

信
州
を
経
て
中
仙
道
を
通
り
江
戸
に
到
着
し
た
。
東
日
本
を
ほ
ぼ
歩
き
ま
わ
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
朱
子
の
よ
う
な
尊
敬
で
き
る
大
先
生
に
は
巡

り
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
（
彼
が
東
日
本
で
は
な
く
西

日
本
に
目
を
向
け
て
い
た
な
ら
ば
、
事
情
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

た
か
は
し

ほ
う
こ
く

当
時
の
備
中
高
梁
に
は
山
田
方
谷
と
云
う
農
民
の
儒
学
者
・
経
済
学
者
が
い
て
、

越
後
長
岡
藩
の
家
老
河
合
継
之
助
は
彼
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
方
谷
と
継
之
助

と
の
出
会
い
は
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
『
峠
』
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
。
規
清
が

西
国
に
向
か
っ
て
い
た
な
ら
ば
当
然
、
山
田
方
谷
の
名
を
耳
に
し
て
、
両
者
の

出
会
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
方
谷
は
後
に
農
民
で
あ
り
な
が
ら
高
梁
藩
の
重

職
に
抜
擢
さ
れ
、
遂
に
は
藩
侯
が
老
中
に
な
る
に
及
ん
で
共
に
幕
政
に
参
加
し

た
が
、
腐
敗
し
弱
体
化
し
た
江
戸
幕
府
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ほ
う
こ
く

』
詞
伯
備
線
「
方
谷
」
駅
は
方
谷
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
）
理
想
と
す

る
指
導
者
に
は
会
え
な
か
っ
た
が
、
諸
国
遍
歴
中
に
多
く
の
学
者
と
会
っ
て
議

か
ら
十
つ
た
え

論
を
重
ね
た
結
果
、
賀
茂
神
道
を
根
幹
と
し
た
神
道
理
論
を
作
り
上
げ
、
烏
伝

神
道
と
名
付
け
、
こ
れ
に
関
す
る
多
く
の
著
書
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

規
清
は
自
ら
創
始
し
た
烏
伝
神
道
の
布
教
を
思
い
つ
き
、
下
谷
池
之
端
に
家

ず
い
う
え
ん

を
構
え
て
瑞
烏
園
と
名
付
け
、
布
教
セ
ン
タ
ー
と
し
た
。
そ
の
他
に
も
二
箇
所

の
寄
席
小
屋
を
借
り
、
入
場
料
を
と
っ
て
、
烏
伝
神
道
の
講
話
を
人
々
に
聞
か

せ
た
。
彼
自
身
は
相
当
話
術
に
自
信
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
話
が
分
か
り
や
す
く

ひ

ゆ
比
嶮
も
巧
み
で
あ
っ
た
の
で
、
た
ち
ま
ち
聴
衆
が
増
え
、
多
く
の
フ
ア
ン
が
で

き
て
、
寄
席
小
屋
は
満
員
の
日
が
続
い
た
と
い
う
。
幕
末
で
封
建
主
義
も
漸
く

ほ
こ
る綻

び
を
見
せ
、
政
情
が
不
安
で
、
人
々
が
行
く
末
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
の
で
、

彼
が
説
く
神
道
の
講
話
に
共
感
を
寄
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
賀
茂
神
道
の
大
衆
版
と
も
言
え
る
烏
伝
神
道
に
焦
点
を
当
て
て
信
仰
を

説
い
た
の
だ
が
、
彼
の
思
想
の
根
幹
に
は
諸
国
遍
歴
の
途
中
で
目
撃
し
た
東
北

地
方
の
大
飢
鐘
の
惨
状
と
封
建
政
治
の
矛
盾
が
焼
き
つ
い
て
い
た
の
で
、
講
話

の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
政
治
に
対
す
る
不
信
が
溢
れ
出
て
、
現
状
の
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批
判
が
口
を
つ
い
て
出
た
ら
し
い
。
幕
末
の
江
戸
幕
府
は
民
衆
の
政
治
批
判
に

対
し
て
極
度
に
神
経
を
尖
ら
し
て
い
た
の
で
、
規
清
の
説
教
中
の
言
葉
の
端
々

に
出
る
批
判
は
た
ち
ま
ち
幕
吏
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
弘
化
三
年
に
捕
ら
え

ら
れ
、
寺
社
奉
行
の
尋
問
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
一
件
は
直
ち
に
寺
社
奉
行
か
ら
京
都
西
奉
行
所
を
通
じ
て
上
賀
茂
社
へ

通
告
さ
れ
、
規
清
が
拘
留
さ
れ
た
こ
と
、
事
情
の
分
か
ら
な
い
点
が
多
々
あ
る

の
で
、
賀
茂
社
中
の
惣
代
に
江
戸
へ
出
府
し
て
弁
明
す
る
よ
う
命
令
書
が
届
け

ら
れ
た
（
弘
化
三
年
五
月
八
日
、
一
八
四
六
年
六
月
一
日
）
。
事
の
次
第
を
知
っ

て
賀
茂
社
中
は
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
上
賀
茂
社
は
京
都
の
中
の
他
の
社
寺
に
比

べ
て
破
格
の
大
き
い
領
地
（
表
向
き
は
二
五
七
二
石
、
実
質
は
三
つ
９
石
以
上
）

と
待
遇
を
受
け
て
い
た
。
も
し
社
中
不
取
締
り
の
件
で
罰
と
し
て
他
の
社
寺
並

ら
く

み
の
領
地
に
ま
で
没
収
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
多
く
の
氏
人
が
禄
を
失
い
、

生
活
に
困
窮
し
、
一
族
が
離
散
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
社
中
は
衆
議
一
決
、

の
ぷ
き
よ

幕
府
へ
惣
代
と
付
添
を
派
遣
し
て
弁
明
さ
せ
る
こ
と
、
規
清
と
息
子
の
呈
清
を

社
家
か
ら
追
放
し
、
官
位
を
返
上
さ
せ
る
こ
と
決
め
、
惣
代
と
し
て
山
本
和
泉

ま
さ
あ
き

あ
き
ゆ
き

守
昌
顕
、
付
添
の
南
大
路
安
芸
介
顕
行
を
江
戸
へ
派
遣
し
、
「
規
清
は
神
社
の
許

可
も
得
な
い
で
、
勝
手
気
ま
ま
な
行
動
を
し
て
い
る
こ
と
」
と
「
規
清
が
提
唱
し

て
い
る
烏
伝
神
道
な
る
説
は
賀
茂
の
神
道
と
は
全
く
無
関
係
な
妄
説
で
あ
る
こ

と
」
を
強
く
述
べ
て
賀
茂
社
に
被
害
が
及
ば
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

平
成
二
四
年
（
一
三
一
二
年
）
秋
、
大
田
神
社
に
程
近
い
藤
木
家
の
古
文
書

の
中
か
ら
「
京
都
上
賀
茂
梅
辻
飛
騨
御
吟
味
筋
之
儀
二
付
、
上
賀
茂
差
添
人
南

大
路
安
芸
介
よ
り
上
賀
茂
社
中
へ
差
出
候
書
付
並
び
に
惣
代
山
本
和
泉
守
よ
り

申
答
候
留
書
等
之
写
」
と
題
し
た
小
冊
子
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
介
添
人
南

大
路
顕
行
と
惣
代
山
本
昌
顕
が
そ
れ
ぞ
れ
上
賀
茂
社
中
に
宛
て
た
報
告
書
の

ｐうつし写
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
賀
茂
社
中
が
決
議
し
た
「
賀
茂
社
と
規
清
は
全

く
関
係
が
な
い
こ
と
」
お
よ
び
「
規
清
の
云
う
賀
茂
社
伝
来
の
烏
伝
神
道
な
る

も
の
は
賀
茂
社
の
神
道
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
」
を
強
く
主
張
し
て
賀
茂

社
に
被
害
が
及
ば
ぬ
よ
う
に
す
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
い
ざ
江
戸
の
取
調
べ
の
場

に
立
つ
と
惣
代
と
付
添
の
主
張
す
る
点
に
大
き
い
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
幕
府

の
中
で
も
評
判
に
な
る
始
末
で
、
困
り
果
て
た
昌
顕
は
賀
茂
社
中
に
手
紙
を
出

し
て
訴
え
て
い
る
。

（
顯
行
か
ら
の
手
紙
）

「
七
月
八
日
に
青
山
大
膳
亮
奉
行
所
（
寺
社
奉
行
所
）
に
両
名
が
出
頭
し
た
。

規
清
も
来
て
い
て
早
速
取
調
べ
が
は
じ
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昌
顕
は
何
を
思
い

違
い
を
し
た
も
の
か
、
自
分
は
惣
代
と
し
て
こ
こ
に
来
た
が
、
難
し
い
こ
と
は

一
切
わ
か
ら
な
い
と
言
い
張
る
の
で
、
吟
味
役
の
豊
藤
五
十
助
は
、
「
い
っ
た
い

上
賀
茂
社
は
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
惣
代
を
江
戸
に
派
遣
し
た
の
か
、
人
を

取
り
替
え
る
と
し
て
も
、
遠
い
京
都
か
ら
呼
び
寄
せ
る
の
は
難
し
い
か
ら
仕
方

が
な
い
」
と
し
て
、
と
に
か
く
調
べ
よ
う
と
尋
問
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
又
々
昌

顕
は
訳
の
わ
か
ら
な
い
事
を
お
叱
り
が
出
る
ま
で
し
ゃ
べ
り
続
け
る
始
末
で
あ
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つた。
そ
れ
で
私
（
顕
行
）
は
規
清
が
こ
れ
ま
で
江
戸
で
身
分
不
相
応
の
行
動
を
勝
手

に
行
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
賀
茂
神
道
と
称
し
て
世
間
に
不
正
の
説
を
唱
え
、

人
々
に
宣
伝
し
て
い
る
こ
と
は
全
く
の
心
得
違
い
で
、
恐
れ
入
る
べ
き
で
あ
る

ふ
つ
つ
か

こ
と
を
申
し
あ
げ
た
。
し
か
し
、
昌
顕
の
言
動
は
全
く
不
束
そ
の
も
の
で
、
私

は
全
く
困
り
果
て
た
。
翌
九
日
か
ら
私
は
内
々
で
奉
行
所
に
申
し
あ
げ
た
が
、

両
人
が
病
気
に
な
っ
て
帰
京
し
、
替
わ
り
の
人
が
来
る
の
で
な
け
れ
ば
、
却
っ

て
上
賀
茂
社
の
落
ち
度
に
な
る
と
の
こ
と
で
、
ま
た
、
本
当
に
適
任
者
が
い
な

い
の
か
と
聞
か
れ
て
、
全
く
嘆
か
わ
し
い
次
第
で
あ
る
。
そ
の
後
、
吟
味
役
が

久
世
殿
の
御
掛
り
に
代
わ
っ
て
、
一
応
取
調
べ
は
一
段
落
し
た
の
で
あ
る
が
、

何
と
云
っ
て
も
昌
顕
の
不
束
な
一
件
は
奉
行
所
ば
か
り
で
な
く
世
間
で
も
評
判

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
全
く
賀
茂
一
社
の
恥
辱
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
御
本
人

は
い
っ
こ
う
に
無
頓
着
で
、
気
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
甚
だ
不
心
得
と
思
い
、

社
中
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
今
春
、
輪
王
寺
宮
の
御

家
中
の
下
葉
淡
路
守
殿
が
上
京
さ
れ
た
折
に
、
上
賀
茂
の
成
基
並
び
に
清
海
の

両
氏
と
面
会
さ
れ
て
、
淡
路
守
殿
よ
り
詳
し
い
話
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
両
氏
へ

も
事
情
を
お
尋
ね
下
さ
い
。
」

以
上
の
よ
う
な
顕
行
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
上
賀
茂
社
は
了
解
す
る
と
と
も

に
、
直
ち
に
山
本
昌
顕
宛
に
尋
問
の
手
紙
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
な
返

書
が
送
ら
れ
て
き
た
。

（
昌
顯
よ
り
の
手
紙
）

昨
年
七
月
八
日
、
青
山
大
膳
亮
殿
御
奉
行
所
で
、
吟
味
役
か
ら
い
ろ
い
ろ
お

尋
ね
が
あ
っ
た
。
今
日
は
飛
騨
（
規
清
）
と
対
決
さ
せ
る
の
で
控
え
居
れ
と
の

こ
と
で
控
室
に
い
た
が
、
や
が
て
御
白
砂
へ
案
内
さ
れ
、
飛
騨
と
の
対
決
を
仰

せ
付
け
ら
れ
、
双
方
と
も
に
お
調
べ
が
あ
っ
た
。
対
決
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
、

吟
味
役
が
お
立
ち
に
な
る
時
に
、
私
か
ら
神
書
に
つ
い
て
は
、
一
向
に
存
じ
ま

せ
ん
の
で
、
賀
茂
の
事
だ
け
な
ら
私
は
詳
し
く
知
っ
て
い
ま
す
が
、
神
書
に
つ

い
て
は
お
断
り
致
し
ま
す
と
申
し
上
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
御
吟
味
役
は
何
も
今

日
、
神
書
に
つ
い
て
互
い
に
論
ず
る
に
は
及
ば
な
い
と
云
わ
れ
、
さ
ら
に
席
を

立
た
れ
て
か
ら
廊
下
に
て
も
再
び
同
じ
事
を
小
検
使
を
通
じ
て
私
に
伝
え
ら
れ

た
。
と
こ
ろ
が
安
芸
介
（
顯
行
）
は
無
益
な
こ
と
を
云
う
な
と
云
う
。
し
か
し
、

以
前
か
ら
規
清
と
対
決
し
た
場
合
に
は
神
書
に
つ
い
て
論
じ
無
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
云
う
噂
が
あ
っ
た
の
で
、
今
日
も
そ
の
話
が
出
る
か
と
私
は
思
っ
て
い
た
。

賀
茂
第
一
の
学
者
で
あ
る
規
清
と
神
書
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
な
れ
ば
到
底

こ
ち
ら
の
敵
う
相
手
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
お
断
り

申
し
上
げ
た
。
そ
の
他
に
特
に
お
尋
ね
の
件
も
な
く
、
お
叱
り
の
言
葉
も
な
か

っ
た
。
対
決
が
一
休
み
し
た
時
に
、
御
役
人
今
井
与
兵
衛
殿
に
規
清
が
こ
れ
ま

で
行
な
っ
て
き
た
こ
と
は
心
得
違
い
で
あ
る
こ
と
を
逐
一
お
話
し
た
。
そ
の
事

を
文
書
に
し
て
差
し
出
す
よ
う
に
と
云
わ
れ
て
退
出
し
た
。

翌
九
日
に
下
葉
淡
路
守
と
内
密
に
話
が
あ
る
と
顯
行
が
出
か
け
、
帰
っ
て
来
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て
云
う
の
に
は
、
昨
日
惣
代
が
無
益
な
こ
と
を
述
べ
た
の
を
吟
味
役
も
大
変
に

心
配
さ
れ
、
惣
代
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
云
う
の
な
ら
ば
、
他
の
人
に
交
代
さ

せ
る
よ
う
命
令
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
噂
が
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
大
変

気
の
毒
で
あ
る
と
下
葉
氏
も
心
配
そ
う
で
あ
っ
た
と
云
う
。
私
は
昨
日
の
様
子

で
、
も
し
交
替
を
命
令
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
は
お
互
い
に
何
も
云
わ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
訳
で
、
顯
行
が
書
面
で
申
し

上
げ
た
こ
と
は
全
く
違
っ
て
い
て
、
誤
り
で
あ
る
以
上
」

こ
の
時
点
で
は
賀
茂
神
道
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
て
書
い
た
本
は
な
か
っ

た
の
で
、
神
書
と
は
規
清
が
書
い
た
「
烏
伝
神
道
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
神
書
に
つ
い
て
の
対
決
と
云
う
の
は
、
本
来
の
伝
統
的
な
賀
茂
神
道
か

ら
見
て
規
清
の
云
う
烏
伝
神
道
が
い
か
に
間
違
っ
た
教
義
で
あ
る
か
を
論
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
規
清
は
烏
伝
神
道
は
自
ら
創
始
し
た
も
の
で
は

な
く
、
伝
統
的
な
賀
茂
神
道
を
大
衆
に
分
か
り
や
す
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
来
の
賀
茂
神
道
は
教
義
が
定
ま
っ
て
明
文
化
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
教
義
ら
し
き
説
を
言
い
伝
え
で
伝
承
し
て
き
た
の
で
、

基
準
と
な
る
教
義
な
ど
は
当
時
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
有
様
で
は
と
う

て
い
規
清
の
云
う
烏
伝
神
道
を
妄
説
と
し
て
論
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
惣
代
の
昌
顯
が
対
決
を
断
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
規
清
の
考

え
を
間
違
い
だ
と
す
る
論
拠
を
こ
ち
ら
は
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
惣
代

を
他
の
人
に
替
え
た
と
し
て
も
、
神
書
に
つ
い
て
の
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
上
賀

茂
社
の
輩
は
た
だ
間
違
い
だ
間
違
い
だ
と
叫
ぶ
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
幕
府
の
役

人
達
に
見
抜
か
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
惣
代
と
付
添
人
の
意
見
の
不
統
一
を
幕
府
の
役

人
に
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
賀
茂
に
お
け
る
集
会
で
は
社
司
や

氏
人
が
激
高
の
あ
ま
り
過
激
な
結
論
を
出
し
て
惣
代
た
ち
に
托
し
た
の
だ
が
、

裁
判
の
場
で
は
何
ら
か
の
戦
術
的
な
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
上
賀
茂
に
お
け
る
集
会
で
、
規
清
と
息
子
の
呈
清
に
官
位
を
返
上
さ
せ
る

決
議
を
し
た
こ
と
も
、
幕
府
の
意
向
を
聞
か
な
い
で
決
め
た
こ
と
で
、
こ
れ
も

幕
府
側
の
怒
り
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。

江
戸
幕
府
の
裁
決
は
規
清
に
八
丈
島
へ
の
遠
島
と
云
う
、
規
清
に
と
っ
て
も

意
外
な
、
苛
酷
な
結
果
と
な
っ
た
。
八
丈
島
に
送
ら
れ
た
罪
人
は
苛
酷
な
環
境

の
た
め
、
せ
い
ぜ
い
二
、
三
年
以
内
に
死
亡
す
る
の
で
、
死
罪
に
次
ぐ
重
罪
で

あ
る
。
い
か
に
幕
府
側
の
怒
り
が
大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。

梅
辻
規
清
の
事
蹟
に
つ
い
て
の
文
献
は
、
書
翰
類
を
含
め
て
極
め
て
す
ぐ
な

い
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
の
伝
記
を
作
る
た
め
、
上
賀
茂
に
あ
っ
た
文
献

も
東
京
に
集
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
関
東
大
震
災
で
す
べ
て
失
わ
れ
た
と
言
う
。

（
関
目
琴
季
岡
本
清
淳
編
「
賀
茂
県
主
梅
辻
規
清
遠
嶋
顛
末
記
事
」
）
も
し
、

お
手
持
ち
の
古
文
書
の
中
に
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
御
一
報
頂
き
た
い
。
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